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THE COMPLETE COLEMAN HAWKINS 
@ DISC 1 830 961-2 

[1] | ONLY HAVE EYES FOR YOU * 

[2] | ONLY HAVE EYES FOR YOU * 

[4] 'S WONDERFUL * 

[5] 'S WONDERFUL 

[7] “BEAN” AT THE MET * 

[8] “BEAN” AT THE MET * 

[9] “BEAN” AT THE MET 

[10] FLAME THROWER 

[11] IMAGINATION 

NIGHT AND DAY 

CATTIN’ AT KEYNOTE 

BLUE MOON 

[15] BLUE MOON * 

FATHER CO-OPERATES * 

FATHER CO-OPERATES * 

FATHER CO-OPERATES * 

FATHER CO-OPERATES 

[3] | ONLY HAVE EYES FOR YOU 

[6] 'M IN THE MOOD FOR LOVE 

@ DISC 2 830 962-2 

[1] JUST ONE MORE CHANCE * 

JUST ONE MORE CHANCE 

[3] THRU’ FOR THE NIGHT * 

[4] THRU’ FOR THE NIGHT 

[5] ON THE SUNNY SIDE OF THE STREET * 

[6] ON THE SUNNY SIDE OF THE STREET 

THREE LITTLE WORDS 

BATTLE OF THE SAXES 

[9] LOUISE * 

{10} LOUISE 

@ DISC 3 830 963-2 
[1] MAKE BELIEVE * 

MAKE BELIEVE 

DON’T BLAME ME* 

[4] DON’T BLAME ME 

[5] JUST ONE OF THOSE THINGS 

[6] HALLELUJAH 

I'M YOURS * 

I'M YOURS * 

[9] 'M YOURS 

UNDER A BLANKET OF BLUE 

[11] BEYOND THE BLUE HORIZON * 

[12] BEYOND THE BLUE HORIZON 

BEYOND THE BLUE HORIZON 

A SHANTY IN OLD SHANTY TOWN * 

[15] A SHANTY IN OLD SHANTY TOWN * 

A SHANTY IN OLD SHANTY TOWN 

@ DISC 4 830 964-2 
MY MAN * 

MY MAN 

EL SALON DE GUTBUCKET 

[4] EL SALON DE GUTBUCKET * 

[5] EMBRACEABLE YOU 

[6] UNDECIDED * 

UNDECIDED * 

UNDECIDED * 

[9] HOME 

[iQ| HOME 

{11] TOO MARVELOUS FOR WORDS * 

[12| TOO MARVELOUS FOR WORDS * 

TOO MARVELOUS FOR WORDS 

YOU BROUGHT A NEW KIND OF LOVE 

[15| YOU BROUGHT A NEW KIND OF LOVE 

(16) SOMEBODY LOVES ME 

@DISC-1: [1]~[13] COLEMAN HAWKINS QUINTET FEATURING TEDDY WILSON [i4]~[i9]| COZY COLE ALL STARS 
@DISC-2: [1]~[4] COZY COLE ALL STARS [5|~[i0] COLEMAN HAWKINS AND HIS SAX ENSEMBLE 

ぐ DISC-3: [1]~[6] COLEMAN HAWKINS’ ALL AMERICAN FOUR [7|~[i6] COLEMAN HAWKINS QUINTET 
ぐ DISC-4: [1]~[8] CHARLIE SHAVERS’ ALL AMERICAN FIVE 「9] 一 [16| GEORGE WETTLING’S NEW YORKERS 
* Previously Unissued Master/Alternate Take 内 
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DISC 1 830 961-2 

1 

10. 

. | ONLY HAVE EYES FOR YOU * 3:10 
腹 は 君 ゆえ に (KHL9-1) 
(Harry Warren/Al Dubin) 

. | ONLY HAVE EYES FOR YOU * 3: 09 
BISA Z(= (KHL9-2) 

. | ONLY HAVE EYES FOR YOU 3 : 08 
瞳 は 君 ゆ え に (KHL9-3) 

. S WONDERFUL * 2:56 
ス ・ ワ ンダ フル (KHL10-1) 
(George & Ira Gershwin) 

. ’°S WONDERFUL 2 : 37 
ス ・ ワ ンダ フル (KHL10-2) 

.『M IN THE MOOD FOR LOVE 3: 12 
恋 の 気分 に (KHL11-1) 
(Jimmy McHugh/Dorothy Fields) 

. “BEAN” AT THE MET * 3:05 
“ビーン” アッ ト ・ ザ ・ メ ッ ト (KHL12-1) 
(Coleman Hawkins) 

. “BEAN” AT THE MET * 3:03 
"ビーン" アッ ト ・ ザ ・ メ ッ ト (KHL12-2) 

. “BEAN” AT THE MET 3 : 00 
“ビー ン ” アッ ト ・ ザ ・ メ ッ ト (KHL12-3) 

FLAME THROWER 3 : 14 

フレ ー ム ・ ス ロー アー (HL13) 
(Coleman Hawkins) 

11. 

te 

13. 

14, 

18. 

19. 

CONTENTS 

IMAGINATION 2 : 47 
イマ ジ ネ イ ショ ン (HL14) 
(Johnny Burke/Jimmy Van Heusen) 

NIGHT AND DAY 3: 19 

RBS (HL15) 
(Cole Porter) 

CATTIN’ AT KEYNOTE 2 : 39 

キャ ッ テ ィ ン ・ ア ッ ト ・ キ ー ノ ー ト (HL16) 
(Harry Lim) 

BLUE MOON 4 : 32 
ブル ー・ ム ー ン (HLK17-1) 
(Richard Rodgers/Lorenz Hart) 

BLUE MOON * 4: 27 
ブル ー・ ム ー ン (HLK17-2) 

. FATHER CO-OPERATES * 3 : 51 
ファ ー ザ ー・ コ ー オ ペレ イツ (HLK18-1) 
(Trummy Young) 

FATHER CO-OPERATES * 4 : 57 
ファ ー ザ ー・ コ ー オ ペレ イツ (HLK18-2) 

FATHER CO-OPERATES * 5: 12 
ファ ー ザ ー・ コ ー オ ペレ イツ (HLK18-5) 

FATHER CO-OPERATES 4 : 46 
ファ ー ザ ー・ コ ー オ ペレ イツ (HLK18-6) 

* Previously Unissued Master/Alternate Take 

* 今回 初 登場 の 未 発表 マス ター 及び 別 テ イク を 示し ます 

4 

1 9 
COLEMAN HAWKINS QUINTET 

FEATURING TEDDY WILSON : 

Roy Eldridge (tp) 

Coleman Hawkins (ts) 
Teddy Wilson (p) 

Billy Taylor (b) 

Cozy Cole (ds) 

New York, January 31, 1944 

10~13 
COLEMAN HAWKINS QUARTET : 
Coleman Hawkins (ts) 
Teddy Wilson (p) 

Israel Crosby (b) 

Cozy Cole (ds) 

New York, February 17, 1944 

14~19 
COZY COLE ALL STARS : 

Joe Thomas (tp) 

Trummy Young (tb) 

Coleman Hawkins (ts) 

Earl Hines (p) 

Teddy Walters (g) 

Billy Taylor (b) 

Cozy Cole (ds) 

New York, February 22, 1944 

1 ow @ 

コー ルマン ・ ホ ー キ ンス ・ ク イン テッ ト ・ 
フィ コー チュア ルン ダム て GAs : 

ロイ ・ エ ルド リッ ジ (tp) 
コー ルマン ・ ホ ー キ ンス (ts) 
テディ ・ ウ ィ ル ソン (Dp) 
に ビ に サ ェ ュ ゥ すす あ rr 
コー ジー・ コ ー ル (ds) 

録音 1944 年 1 月 31 日 N. Y. 

10~13 
コー ルマン ・ ホ ー キ ンス ・ カ ル テ ッ ト : 

コー ルマン ・ ホ ー キ ンス (ts) 
テディ ・ ウ ィ ル ソン (bp) 
イス ラ エ ル ・ ク ロス ビー(b) 
コー ジー・ コ ー ル (ds) 

録音 1944 年 2 月 17 日 N. Y. 

14~19 
コー ジー・ コ ー ル ・ オ ー ル ・ ス ター ズ : 

ジョ ー・ ト ー マ ス (tp) 
トラ ミー・ ヤ ング (bb) 
コー ルマン ・ ホ ー キ ンス (ts) 
アー ル ・ ハ イン ズ (p) 
テディ ・ ウ ォ ル ター ズ (9) 
ビリ ー・ テ イラ ー(b) 
ヨー ジー・ ゴ ー ル (ds) 

録音 1944 年 2 月 22 日 N. Y. 



CONTENTS 

DISC 2 830 962-2 

a JUST ONE MORE CHANCE * 5: 02 
ジャ スト ・ ワ ン ・ モ ア ・ チ ャ ンス (HLK19-1) 
(Arthur Johnston/Sam Coslow) 

. JUST ONE MORE CHANCE 4 : 51 
ジャ スト ・ ワ ン ・ モ ア ・ チ ャ ンス (HLK19-2) 

. THRU’ FOR THE NIGHT * 4 : 45 
スル ー・ フ ォ ー・ ザ ・ ナ イト (HLK20-1) 
(Trummy Young) 

. THRU’ FOR THE NIGHT 4 : 42 
スル ー・ フ ォ ー・ ザ ・ ナ イト (HLK20-2) 

. ON THE SUNNY SIDE OF THE 
STREET * 4:52 

明る い 表 通り で (HL29-1) 
(Dorothy Fields/Jimmy McHugh) 

10. 

. ON THE SUNNY SIDE OF THE 
STREET 4 : 42 
明る い 表 通り で (HL29-2) 

. THREE LITTLE WORDS 4 : 44 
スリ ー・ リ トル ・ ワ ー ズ (HL30-1) 
(Harry Ruby/Bert Kalmer) 

. BATTLE OF THE SAXES 4: 35 
バト ル ・ オ ブ ・ ザ ・ サ クセ ス (HL31-1) 
(Coleman Hawkins) 

. LOUISE * 4:53 
ルイ ー ズ (HL32-1) 
(Richard Whiting/Leo Robin) 

LOUISE 4 :51 

ルイ ー ズ (HL32-2) 

1~4 
COZY COLE ALL STARS : 

Joe Thomas (tp) 

Trummy Young (tb) 

Coleman Hawkins (ts) 

Earl Hines (p) 

Teddy Walters (g) 

Billy Taylor (b) 

Cozy Cole (ds) 

New York, February 22, 1944 

5 ~10 
COLEMAN HAWKINS AND HIS SAX 
ENSEMBLE : 

Tab Smith (as, arr) 

Coleman Hawkins, Don Byas (ts) 
Harry Carney (bs) 

Johnny Guarnieri (p) 

Al Lucas (b) 

Sid Catlett (ds) 

New York, May 24, 1944 

1~4 
コー ジー・ コ ー ル ・ オ ー ル ・ ス ター ズ : 
Yar: b=F Alp) 
トラ ミー* Par Flt) 

コー ルマン ・ ホ ー キ ンス (ts) 
アー ル ・ ハ イン ズ (p) 
テディ ・ ウ ォ ル ター ズ (g) 
ビリ ー・ チ テイ 負っ 舞 
コー ジー・ コ jrJk(Cd0 

録音 1944 年 2 月 22 日 N. Y. 

5 ~10 
コー ル マ シ ン ・ ホ っ ー キ レン レス ・ サ ックス ・ ア シン サ 
ルル 

タブ ・ ス ミス (as, arr) 
コー ルマン ・ ホ ー キ ンス ドン ・ バ イア ス (ts) 
ハリ ー・ カ ー ネ イ (bs) 
ジョ ニー・ ガル ミエ ip) 
アル ・ ル ー カ ス (b) 
シド ニー・ カ トド トレ! 四 軸 時 ) 

録音 1944 年 5 月 24 日 N. Y. 



CONTENTS 

DISC3 830 963-2 

1. MAKE BELIEVE * 4: 42 
メイ ク ・ ビ リー ヴ (HL33-1) 
(Jerome Kern/Oscar Hammerstein II) 

2. MAKE BELIEVE 4: 42 
メイ ク ・ ビ リー ヴ (HL33-2) 

3. DON’T BLAME ME* 4: 48 
ドン ト ・ ブ レイ ム ・ ミ ー (HL34-1) 
(Jimmy McHugh/Dorothy Fields) 

4. DON’T BLAME ME 4:50 
ドン ト ・ ブ レイ ム ・ ミ ー (HL34-2) 

5 . JUST ONE OF THOSE THINGS 4 : 30 
ジャ スト ・ ワ ン ・ オ ブ ・ ゾ ー ズ ・ シ ング ス (HL35-1) 
(Cole Porter) 

6. HALLELUJAH 3 : 58 
ハレ ル ヤ (HL36-1) 
(Leo Robin/Clifford Grey/Vincent Youmans) 

7. 『M YOURS * 3: 20 
アイ ム ・ ユ アー ズ (HL64-1) 
(John Green/E. Y. Harburg) 

8. 『M YOURS * 3: 12 
アイ ム ・ ユ アー ズ (HL64-2) 

10. 

.『M YOURS 3: 27 
アイ ム ・ ユ アー ズ (HL64-3) 

UNDER A BLANKET OF BLUE 3 : 08 

アン ダー・ ア ・ ブ ラン ケッ ト ・ オ ブ ・ ブ ルー (HL65-1) 
(Jerry Livingston/Marty Symes/Al J. Neiburg) 

. BEYOND THE BLUE HORIZON * 2:59 
青空 の か な た に (HL66-1) 
(W. Frank Harling/Richard A. Whiting) 

. BEYOND THE BLUE HORIZON 2 : 56 
青空 の か な た に (HL66-2) 

. BEYOND THE BLUE HORIZON 2 : 54 
青空 の か な た に (HL66-3) 

. A SHANTY IN OLD SHANTY TOWN * 
9 の 

シャ ン テ イ ・ イ ン ・ オ ー ル ド ・ シ ャ ン テ ィ ・ タ ウン (HL67-1) 
(Jack Little/John Siras/Joseph Young) 

. A SHANTY IN OLD SHANTY TOWN * 
oun 

シャ ン テ イ ・ イ ン ・ オ ー ル ド ・ シ ャ ン テ ィ ・ タ ウン (HL67-2) 

. ASHANTY IN OLD SHANTY TOWN 2 : 57 
シャ ン テ ィ イィ ・ イ ン ・ オ ー ル ド ・ シ ャ ン テ ィ ・ タ ウン (HL67-4) 

1~6 
COLEMAN HAWKINS’ ALL AMERICAN 

FOUR : 

Coleman Hawkins (ts) 

Teddy Wilson (p) 

John Kirby (b) 

Sid Catlett (ds) 
New York, May 29, 1944 

7~16 
COLEMAN HAWKINS QUINTET : 

Buck Clayton (tp) 

Coleman Hawkins (ts) 

Teddy Wilson (p) 

Slam Stewart (b) 

Denzil Best (ds) 

New York, October 17, 1944 

1~6 
コー ルマン ・ ホ ー キ ンス ・ オ ー ル ・ ア メリ カ 
ン ・ フ ォ ー・ 

コー ルマン ・ ホ ー キ ンス (ts) 
テディ ・ ウ ィ ル ソン (Dp) 
ジョ ン ・ カ ー ビ ー(b) 
シド ・ カ トレ ッ ト (ds) 

録音 1944 年 5 月 29 日 N. Y. 

7~16 

aj IR PS SRS eS hae Fe bl 

バッ ク ・ ク レイ トン (tp) 
コー ルマン ・ ホ ー キ ンス (ts) 
ナディ ィ バウ イル wp 
スラ ム ・ ス チュ ワー ト (Db) 
デン ジル ・ ベ スト (ds) 

録音 1944 年 10 月 17 日 N. Y. 



CONTENTS 

DISC 4 830 964-2 

A MY MAN * 3:19 
マイ ・ マ ン (HL68-1) 
(Albert Willemetz/Jacques Charles/Channing 

Pollack) 

. MY MAN 3:17 
マイ ・ マ ン (HL68-2) 

. EL SALON DE GUTBUCKET 2:57 
エル ・ サ ロン ・ デ ・ ガ ッ ト バ ケッ ト (HL69-1) 
(Charlie Shavers) 

. EL SALON DE GUTBUCKET * 2:51 
エル ・ サ ロン ・ デ ・ ガ ッ ト バ ケッ ト (HL69-2) 

. EMBRACEABLE YOU 3 : 01 
エン ブレ イサ ブル ・ ユ ー (HL70-1) 
(George & Ira Gershwin) 

. UNDECIDED * 3:00 
アン ディ サイ デッド (HL71-1) 
(Charlie Shanvers/Sidney Robin) 

. UNDECIDED * 3: 02 
アン ディ サイ デッド (HL71-2) 

. UNDECIDED * 2:51 
アン ディ サイ デッド (HL71-3) 

10. 

11. 

15, 

16, 

. HOME 3: 33 
AR— Ly (HL72-2)-1 
(G. Clarkson/H. F. Clarkson/ P. V. Steeden Jr.) 

HOME 3: 44 

ホー ム (HL72-4)-1 

TOO MARVELOUS FOR WORDS * 
3:09 

トウ ー・ マ ー ヴ ェ ラ ス ・ フ ォ ー・ ワ ー ズ (HL73-1) 
(Richard Whiting/John H. Mercer) 

TOO MARVELOUS FOR WORDS * 
3 : 44 

トウ ー・ マ ー ヴ ェ ラ ス ・ フ ォ ー・ ワ ー ズ (HL73-2) 
TOO MARVELOUS FOR WORDS 4 : 03 
トウ ー・ マ ー ヴ ェ ラ ス ・ フ ォ ー・ ワ ー ズ (HL73-3) 
YOU BROUGHT A NEW KIND OF LOVE 
3 :05 

ユー・ ブ ロー ト ・ ア ・ ニ ュー・ カ イン ド ・ オ プ ブ ・ ラ ヴ 
(HL74-1)-1 
(Sammy Fain/Pierre Norman/Irving Kahal) 

YOU BROUGHT A NEW KIND OF LOVE 
3:53 

ユー・ ブ ロー ト ・ ア ・ ニ ュー・ カ イン ド ・ オ ブ プ ・ ラ ヴ 
(HL74-2)-1 

SOMEBODY LOVES ME 3 : 47 

誰か が 私 を 愛し て る (HL75-1) 
(G. Gershwin/B. G. Desylva/E. Ballantine/B. 

Macdonald) 

i~s 
CHARLIE SHAVERS’ ALL AMERICAN FIVE : 

Charlie Shavers (tp) 

Coleman Hawkins (ts) 

Teddy Wilson (p) 

Billy Taylor (b) 

Denzil Best (ds) 

New York, October 18, 1944 

9~16 
GEORGE WETTLING’S NEW YORKERS : 

Joe Thomas (tp) 

Jack Teagarden (tb, vo—1) 

Hank D’Amico (cl) 

ColemanHawkins (ts) 

Herman Chittison (p) 

Billy Taylor (b) 

George Wettling (ds) 

New York, December 12, 1944 

1~8 
チャ テリ ーッ タル ェ ザ が アァ ス ・ オ ー ル ・ 
アメ リカ ン ・ フ ァ イ ヴ : 
F 0 ny Seah relia) 
コー ルマン ・ ホ ー キ ンス (ts) 
テディ ・ ウ ィ ル ソン (bp) 
ビリ ー・ テ イラ ー(b) 

デン ジル ・ ベ スト (ds) 
録音 1944 年 10 月 18 日 N. Y. 

9~16 

ジョ ー ジ ・ ウ ェ ッ トリ ング ・ ニ ュー ヨー カー ズ : 
ジョ ー・ ト ー マ ス (tp) 
ジャ ッ ク ・ テ ィ ー ガ ー デ ン (tp, vo-1 ) 
パン クダ ミコ (Cl) 
コー ルマン ・ ホ ー キ ンス (ts) 
Nm 生 mm 電 か のび ジテ (の) 

ビリ ー・ テ イラ ー(b) 
Yar F729 tail et ide) 

録音 1944 年 12 月 12 日 N. Y. 



NOTES ON KEYNOTE SESSIONS 

DAN MORGENSTERN 

DISC 1 

1. | Only Have Eyes For You (KHL 9—1)* 

2. | Only Have Eyes For You (KHL 9—2)* 

3. | Only Have Eyes For You (KHL 9 一 3) 

4. 'S Wonderful (KHL 10—1)* 

5. ‘S Wonderful (KHL 10—2) 

6. I’m In The Mood For Love (KHL 11—1) 

7. “Bean” At The Met (KHL 12—1)* 

8. “Bean” At The Met (KHL 12—2)* 

の “Bean” At The Met (KHL 12—3) 

COLEMAN HAWKINS QUINTET FEATURING 

TEDDY WILSON Roy Eldridge (tp) Coleman 

Hawkins (ts) Teddy Wilson (p) Billy Taylor (b) Cozy 

Cole (ds) New York, January 31, 1944 

This was the first of many Keynote dates for 

the great Hawk and the elegant Teddy Wilson, 

and a quick return engagement for Eldridge, 

who recorded with his “Trumpet Ensemble” the 

week before, and should have shared in the 

featured billing here. Hawkins was then the King 

of 52nd Street, and the Street itself was at its 

peak. Harry Lim drew most of his players from 

this hotbed of musical activity, but he also kept 

his eyes open for who else might be in town. 

The front line of Hawkins and Eldridge was an 

ideal partnership, and they would work together 

often in the decades to come. As yet, they 

hadn’t done much recording together : a 1940 

“Chocolate Dandies” date for Commodore, and 

the famous January 18, 1944 Metropolitan 

Opera House concert sponsored by' Esquire 

10 

magazine, which happened to be recorded for 

the Armed Forces, and from which “Bean” At 

The Met takes its title. In the future, they would 

most often be equal partners, but on this session 

Hawkins is clearly in charge. When Roy gets a 

chance to open up, however, he is commanding. 

Wilson, also in his prime, makes this a real 

summit meeting, and Cozy Cole, working in the 

Broadway show Make Mine Music, on CBS 

radio staff, and in the clubs of 52nd Street, was 

then the busiest jazz drummer in New York. A 

word must be said for the least well known 

member of the quintet, bassist Billy Taylor, whose 

first of many Keynote sessions this is. Because he 

was replaced by the brilliant Jimmy Blanton in 

Duke Ellington’s band, Taylor has not received 

his just credit as one of the finest bassists of his 

generation (he was born in 1906). His sterling 

contributions to this and many other dates in this 

album ought to rectify that oversight—especially 

timely since he is still alive at this writing. 

There is a veritable feast of newly discovered 

takes here—no less than five—and they offer 

fascinating insights into the minds of the three 

soloists, among whom Hawk takes the lion’s 

share of space. At that, he sounded much like a 

lion at this stage of his remarkable career. / 

Only Have Eyes For You (three takes) is 

introduced by muted Roy, who shares a chorus 

with Wilson. Then Hawk takes two, joined by 

open Roy on the final eight bars. Why three 

takes were made is not clear, since even the first 

is flawless. However, | particularly like Hawkins 

on take two, and Wilson on take three. The 

tempo stays the same throughout, while there’s 

considerable difference (19 seconds worth) 

between the two takes of ‘S Wonderful. The 

opening ensemble on the slower first take is 

somewhat unfocused, but Wilson solos brilliantly, 

with a gossamer touch. Hawk is fluent on both 

takes, the first having the edge in terms of 

relaxation. Roy, muted on the opening chorus, 

open on the concluding one, is in a boisterous 

mood on take two. I’m In The Mood For Love 

went down in a single perfect take. Roy, open, 

leads off with 24 bars, Wilson completing the 

chorus. Then Hawk runs the changes masterfully, 

his tone a thing of beauty. Wilson takes eight 

bars, and Roy leads on the final eight. “Bean” At 

The Met is based on How High The Moon, and 

unless I’m mistaken, is the first jazz recording 

based on those soon-to-be-famous changes. It 

comes in three takes, the first two new. All are 

fine. The opening and closing choruses are 

divided between riffs and Eldridge solo segments, 

and Roy makes the most of them. He also starts 

off the solo sequence, muted and inventive, and 

each solo is strikingly different. Teddy, who’s 

next, also offers remarkably different ideas; his 

second-take solo is special, with Tatumesque 

touches. Hawkins, always competitive, is smooth 

on his first outing, sets himself up with a holler on 

the second, and refines and expands that holler 

on the third (and most dramatic) version. 

1] 

10. Flame Thrower (HL 13) 

11. Imagination (HL 14) 

12. Night And Day (HL 15) 

13. Cattin’ At Keynote (HL 16) 

COLEMAN HAWKINS QUARTET Coleman 

Hawkins (ts) Teddy Wilson (p) Israel Crosby (b) Cozy 

Cole (ds) New York, February 17, 1944 

Hawkins’ second Keynote date was made with 

just a rhythm section, and a fine one it is. Wilson 

and Cole are back, and Israel Crosby is on bass. 

The pianist is in good form and gets room to 

display his  pianistic elegance, harmonic 

command and superb taste—every element is in 

perfect balance, and one is made to realize why 

Teddy Wilson was the most influential pianist of 

the Swing era. (Tatum was always unreachable.) 

Flame Thrower (a World War II title—the 

piece seems based on Sleep) moves at a nice 

clip and has two sparkling piano choruses. Hawk 

shows his power, but there’s always something in 

reserve, even when he opens up. Cole has a 

short and typically precise solo—he was the 

master of drum rudiments. /magination’s first 

chorus is Hawkins at his flowing best. He pours 

out a voluptuous stream of sound, decorating 

the melody with harmonically sophisticated 

asides. Wilson takes the middle and starts the 

second chorus, which Hawk completes—a 

relaxed conversation. Night And Day opens 

with drums and bass, and then Hawkins 

negotiates Cole Porter’s long-lined melody with 

magisterial ease. Wilson, his match in mastery of 

changes, takes center stage for a while, and 

then Hawk offers further variations. Cattin’ At 



Keynote opens with breaks by Hawk and Teddy, 

and then the pianist takes two fast and fluent 

choruses, followed by three powerful ones from 

Hawk. The theme, which is never stated, is not 

AABA, but sounds a bit like Shine. Despite the 

high level of playing on this session, it has a 

rather matter-of-fact quality, and this, plus the 

absence of alternate takes, indicates that the 

participants might have been in a bit of a hurry 

to get done. (A reported alternate take of Cattin’ 

has not been found and seems to be a figment 

of the discographical imagination.) 

14. Blue Moon (HLK 17-1) 

15. Blue Moon (HLK 17—2)* 

16. Father Co-Operates (HLK 18 一 1)* 

17. Father Co-Operates (HLK 18 一 2)* 

18. Father Co-Operates (HLK 18 一 5)* 

19. Father Co-Operates (HLK 18 一 6) 

DISC 2 

]. Just One More Chance (HLK 19—1)* 

2. Just One More Chance (HLK 19—2) 

3. Thru’ For The Night (HLK 20—1)* 

4, Thru’ For The Night (HLK 20—2) 
COZY COLE ALL STARS : Joe Thomas (tp) Trummy 

Young (tb) Coleman Hawkins (ts) Earl Hines (p) 

Teddy Walters (g) Billy Taylor (b) Cozy Cole (ds) 

New York, February 22, 1944 

It is difficult to chose the ultimate Keynote date 
from all the fine sessions that took place, but this 

one would certainly have to be among the 

candidates. It is the first of the label’s many 12- 

inch sessions, a format allowing for up to a bit 

12 

over five minutes of music—the maximum for 

good 78 sound. This extra time made things a 

bit more relaxed for the musicians, and, of 

course, permitted more flexibility and solo space. 

The term “All Stars” was to become much 

abused in jazz recording, but here it is perfectly 

justified. It was a coup to obtain the services of 

Earl Hines, still leading a big band and very 

rarely willing to record as a sideman. The great 

Fatha is reunited here with his former trombone 

star, Trummy Young, who also recorded too 

infrequently. Nothing needs to be said about 

Coleman Hawkins’ star qualifications, but 

trumpeter Joe Thomas never did become a 

famous name to the public. However, he was 

truly a great trumpeter and more than qualified 

to be on this date; thanks to Harry Lim, Thomas 

was frequently recorded by Keynote and did 

some of his very best work for the label. We've 

mentioned Billy Taylor, and leader Cozy Cole 

was justly one of the most admired drummers of 

the Swing Era. Least known is guitarist Teddy 

Walters. The son of jazz drummer Danny Alvin, 

and also an excellent singer, Walters died 

tragically young. He rises to the occasion here, 

contributing solos in a fluent Charlie Christian 

idiom that are no letdown whatever. 

The discovery of no less than six previously 

unknown alternate takes from fhis brilliant 

gathering is more than welcome—we thus have 

almost 50 minutes of sublime music from a 

session that represents classic swing in its mature 

prime, hinting at but still unaffected by things to 

come. Blue Moon, at a fine middle tempo, 

serves well to get everyone properly acquainted, 

with solo spots for all but bass and drums. From 

his introduction on, Hines makes it known that he 

has come to play; his solos on both takes are 

superb. Young, too, is inspired. But this is just a 

warmup for the fireworks of Father Co-Operates, 

a fast romp through | Got Rhythm changes. Each 

of the four ( ! ) takes is a masterpiece; 

astonishingly, the players continue to out-do 

themselves, though they start off on the highest 

level of creativity. Hines is simply dazzling; his 

ideas flow unceasingly, and he never repeats 

himself. His forays into uncommon harmonic 

corners tempt us to apply adjectives like 

“modern” and “futuristic,” but Hines is just doing 

what he’d always done, albeit in uncommonly 

inspiring circumstances. Hawkins rises to the 

occasion, and one notes how he fine-tunes 

elements of his climactic two-chorus rideout until 

he has it perfected, yet never loses the element 

of spontaniety. Young, on the other hand, seems 

always willing to take chances; he’s a spur-of- 

the-moment player. The effective use of riffs on 

this piece should be mentioned. 

After this display of fireworks, it’s time to settle 

down with a ballad. Just One More Chance 

features Coleman Hawkins, who is nearly 

unsurpassable in this kind of romantic mood, but 

also has room for a striking interlude from Hines 

(those famous tremolos) and a tasteful bridge 

passage by Walters. Both takes are perfect. But 

there’s more perfection to come. Trummy Young's 

Thru’ For The Night, a very pretty variation on 

Honeysuckle Rose, is taken at a perfect middle 
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tempo (the kind one almost never hears in jazz 

anymore), producing a mood of sublime 

relaxation and easy swing. Everybody responds 

with inspired playing, but is the composer who 

comes up with the most startling effort—his solo 

on the second (issued) take is one of his greatest 

on record, and shows why he was the most 

influential jazz voice on the trombone between 

Jimmy Harrison and J. J. Johnson. Truly a super- 

session, and we must not foget the sterling work 
of Taylor and Cole. 

5. On The Sunny Side Of The Street (HL 29 一 1)* 

6. On The Sunny Side Of The Street (HL 29—2) 

7. Three Little Words (HL 30—1) 

8. Battle Of The Saxes (HL 31—1) 

9. Louise (HL 32—1)* 

10. Louise (HL 32—2) 

COLEMAN HAWKINS AND HIS SAX ENSEMBLE : 

Tab Smith (as, arr) Coleman Hawkins, Don Byas (ts) 

Harry Carney (bs) Johnny Guarnieri (p) Al Lucas (b) 

Sid Catlett (ds) New York, May 24, 1944 

One of Harry Lim’s many interesting ideas 

was to bring together great players of the same 

instrument. The first such session was the “Little 

Jazz Trumpet Trio,” a later one featured Benny 

Morton’s “Trombone Choir.” In this case; we 

have a complete sax section: alto, two tenors, 

and baritone, backed by another topnotch 

Keynote rhythm team: Guarnieri, Al Lucas, and 

Sid Catlett. Tab Smith, a graduate of the Mills’ 

Blue Rhythm and Count Basie bands, not only 

leads the section but also provides the scores; he 

was a good arranger. Hawkins shares tenor 



honors with one of his chief rivals on 52nd 

Street, Don Byas, and Harry Carney anchors the 

section as only he could, getting one of his rare 

opportunities to perform outside the Ellington 

fold. Hawkins, as leader, gets most of the solo 

space, which is only right and proper. 

The first and last of the four numbers come to 

us in new takes. On The Sunny Side Of The 

Street had become identified with Johnny 

Hodges after his famous recording with Lionel 

Hampton in 1937, and Smith certainly had 

Johnny in mind as he took his opening solo—the 

tempo is the same. Hawkins follows Tab’s chorus 

with a serenely relaxed improvisation on take 1, 

and an equally flowing but more biting one on 

take 2. Then piano, Byas and Carney take a 

half-chorus each, the two saxophonists inserting 

breaks in their statements (Byas’ is stunning on 

take 2). Smith returns for a cadenza as long and 

intricate as any recorded prior to the modern 

era (it runs for 47 seconds on take 1, 52 on 

take 2). Three Little Words picks up the tempo. 

The solo order is Byas (smooth and fluent), 

Carney (robust and bouncy, showing here and 

elsewhere on this date how strongly Hawkins 

had influenced him, and getting great backing 

from Catlett), Guarnieri (good as always, Lucas 

fine behind him), Smith (emphatic), and Hawk 

(ready to show .who's the boss, and getting a 

nice harmonic backdrop from his colleagues and 

wonderful support from Catlett during his 

masterful second chorus). The fast and swinging 

Battle Of The Saxes is based on China Boy 

changes. This time Hawk leads off, setting a high 
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standard. Smith takes two, his best so far ; he 

can run up and down the horn. Guarnieri has 

fun, throwing in some Waller. Byas, up next, is 

out to challenge Hawk (he should have been 

backed by the other horns on his second chorus, 

but does well anyhow). But after Carney’s 

suprisingly dexterous chorus, the old master 

takes command, first showing that he can run 

the changes as fast and sure as Byas, then 

roaring into his second chorus with terrific 

momentum. The arranged ending is clever and 

effective. Two takes of that nice old tune, Louise, 

conclude a successful and interesting session. 

The ensemble, getting a good blend, states the 

theme, Carney on the bridge. Hawkins has the 

next chorus to himself, with pleasing sax-riffs 

behind him. Guarnieri, also backed by saxes, 

takes advantage of the accompaniment. Carney 

again gets a fine boost from Big Sid. Byas has 

just a half chorus, and Smith’s entrance seems 

like a rude interruption of his thoughts. Then 

Hawk returns for a full 32 bars. The recording 

balance is better on take two, but the first Louise 

is more relaxed, and Hawk's opening chorus is 

inspired. His second chorus on take two is also 

brilliant. He always thrived on competition, and 

this session is a triumph for him. 

DISC 3 

7. Make Believe (HL 33 一 1)* 

2. Make Believe (HL 33 一 2) 

3. Don’t Blame Me (HL 34—1)* 

4. Don’t Blame Me (HL 34—2) 

5. Just One Of Those Things (HL 35—1) 

6. Hallelujah (HL 36—1) 
COLEMAN HAWKINS’ ALL AMERICAN FOUR: 

Coleman Hawkins (ts) Teddy Wilson (p) John Kirby 

(b) Sid Catlett (ds) New York, May 29, 1944 

Just five days after the Sax Ensemble session, 

Hawk was back in the studio for his second 

quartet date for Keynote. The “All American” 

designation, borrowed professional 

football, stems from the fact that the four 

musicians involved here were winners in the 

“Esquire” Jazz Poll, an honor considerably more 

meaningful than the later “Playboy” jazz awards, 

since only critics voted in the “Esquire” polls. But 

this is a topflight quartet by any standard. Teddy 

Wilson is back on piano, and Sid Catlett also 

makes a welcome return, but this was John 

from 

Kirby's first and only Keynote appearance. 

Accustomed to leading his own band, he seldom 

appeared in a sideman’s role, but Hawk was an 

old friend from the Fletcher Henderson days. 

This was a 12-inch session, as was the Sax 

Ensemble one, and so there’s plenty of room for 

Teddy and Hawk to stretch out. We begin with 

one of the two new takes from this session, of 

Jerome Kern’s Make Believe. From his first note, 

we sense that Hawk is superbly relaxed and 

confident, and his sound is very well captured. 

(Keynote enjoyed first-rate engineering. The 

horns sound true, the balances are excellent, 

particular attention was paid to getting a good 

sound from the drums, and there never was an 

out-of-tune or tinny-sounding piano on a 

Keynote session. The high quality of the transfers 

made for this collection makes it possible to 
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appreciate, for the first time, just how good a 

recording job was done under Harry Lim’s 

supervision, especially where original session 

discs were available.) There’s no need to make 

choices between the two takes of Make Believe 

; both are first-rate performances. They also time 

out exactly the same, as do the two takes of 

り on7 Blame Me. (Once these four men decided 

on a tempo, it stayed there.) Wilson was fond of 

Don’t Blame Me and recorded it as a solo in the 

‘30s. He gives us delightful solos on both takes. 

As for Hawk, he always excelled at this kind of 

leisurely ballad tempo, and this is the kind of 

long-lined, harmonically interesting melody he 

liked to sink his teeth into. The sheer 

voluptousness of his sound is enough to seduce 

the listener. The first take is beautiful ; the second 

is stunning. Wilson, who changes key for his 

solo, is inspired on the second take ; this solo 

ranks with his very best on record. Hawk's 

statement of the theme is the essence of relaxed 

yet impassioned romanticism. It’s interesting to 

compare these interpretations of the tune with 

those recorded by Charlie Parker just a few 

years later. Just One Of Those Things quickens 

the pace; the sophisticated Cole Porter tune is 

made to order for Hawk and Teddy, and ;they 

get brilliant support from Catlett, in particular 

when Hawk opens up on his last chorus. 

Hallelujah is a rousing finale to what might be 

both Hawkins’ and Wilson’s finest Keynote date. 

The tempo is brisk and even picks up a bit along 

the way, and there are solo outings for Kirby’s 

scalar bass and for Catlett, whose brushes 



create patterns like a great tap dancer might 

have. Indeed, the drummer’s work throughout is 

peerless. When he is in this kind of form, one is 

tempted to crown Big Sid Catlett the greatest of 

them alll. 

7. I’m Yours (HL 64 一 1)* 

8. I’m Yours (HL 64—2)* 

9. I’m Yours (HL 64—3) 

10. Under A Blanket Of Blue (HL 65—1) 

11. Beyond The Blue Horizon (HL 66—1)* 

12. Beyond The Blue Horizon (HL 66—2) 

13. Beyond The Blue Horizon (HL 66—3) 

14. A Shanty In Old Shanty Town (HL 67—1)* 

15. A Shanty In Old Shanty Town (HL 67—2)* 

16. A Shanty In Old Shanty Town (HL 67—4) 

COLEMAN HAWKINS QUINTET : Buck Clayton (tp) 

Coleman Hawkins (ts) Teddy Wilson (p) 

Stewart (b) Denzil Best (ds) 

New York, October 17, 1944 

It’s not true that jazz musicians don’t care 

what tunes they play, or that the music is a 

matter of how rather than what. Coleman 

Hawkins obviously didn’t care much for the 

rather banal melody of I’m Yours, at least not at 

the foxtrot tempo chosen for it here. On all 

three takes (the first two new), he indulges in 

running the changes, which he could do at will, 

leaving it to Buck Clayton to establish the tune in 

front and in back. Hawk is in an expansive 

mood on this, his last leaders date for Keynote, 

and must have been well rested, for his sound is 

at its most opulent. In his solos on I’m Yours, he 

takes amazingly long breaths, leaving almost no 

Slam 
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air between the notes. Teddy Wilson, more 

patient with trite material, manages to be both 

meticulous and inspired, notably on the third 

take, where his solo is a model of lucidity, 

technically demanding but tossed off with ease. 

Buck is also on form, his tone very focused and 

bright. Hawk obviously likes Under A Blanket Of 

Blue, taking the opening chorus without help 

from Buck and enfolding the melody in 

voluptuous sound, swinging all the while. He 

gives Buck the bridge, and the trumpeter, with 

mute, plays a pretty eight bars. Wilson, with 

Slam Stewart on his bridge, is splendid again. 

(Incidentally, Keynote always kept its pianos 

perfectly tuned, and used good instruments.) 

There’s just one take of this, and it would have 

been pointless to attempt improvement. The 

tempo picks up for Beyond The Blue Horizon, 

giving drummer Denzil Best (a new face) the first 

chance to show his fine ride cymbal work. All 

three takes (two new ones) are flawless and 

very close in tempo, but all four soloists (Teddy, 

Buck, Slam, Hawk) offer such varied solos that 

i's a joy to compare them. Slam plays a solo 

introduction (the first hints at Sa/t Peanuts), Buck 

leads on the melody chorus, Hawk very discreet 

behind him. Teddy's three outings are all 

indicative of the inspired form he was in that 

day. Buck’s best is on the second take; all are 

muted and well-defined, the third almost straight 

melody. Slam’s in fine form, too, and at this 

tempo one must marvel at the sureness and 

perfect intonation of his bowing. Hawk starts 

each solo with the same phrase, but things get 

changed around from then on. He takes two to 

the other's single choruses, gathering steam; Buck 

joins in for the final eight. A Shanty In Old 

Shanty Town, rarely employed as a jazz vehicle 

but working very well here, changes the routine | 

a bit. Hawk plays an attention-getting scalar 

opening, but then Teddy takes over as leadoff 

soloist. Slam’s next, backed by Best's firm brushes. 

Buck takes a chorus on open horn and Hawk 

completes the solo sequence. Then there’s a 

surprise break by Slam and a two-horn, two-bar 

ending. Again we have three takes, the first two 

new, and again they are a pleasure to hear for 

individual efforts each time around. To my ears, 

Teddy’s best on the first take, Hawk on the 

second, and Buck on the third, though all the 

trumpeter’s entries are first-rate. The middle take 

is the slowest, the third marginally the fastest. 

Even fine gradations of tempo matter—another 

thing you can learn from hearing alternate takes. 

Those who claim to be bored by them, and that 

includes some critics, do not understand jazz 

properly. 

DISC 4 

1. My Man (HL 68—1)* 

2. My Man (HL 68 一 2) 

3. El Salon De Gutbucket (HL 69—1) 

4. El Salon De Gutbucket (HL 69—2) * 

5. Embraceable You (HL 70—1) 

6. Undecided (HL 71—1)* 

7. Undecided (HL 71—2)* 

8. Undecided (HL 71 一 3)* 

CHARLIE SHAVERS’ ALL AMERICAN FIVE : Charlie 

Y 

Mexico, 

Shavers (tp) Coleman Hawkins (ts) Teddy Wilson (p) 

Billy Taylor (b) Denzil Best (ds) 

New York, October 18, 1944 

Hawkins, Wilson and Denzil Best were back in 

the studio next day for another quintet session 

featuring a trumpet-tenor combination. Hawkins 

liked to work with this instrumentation, and a 

few months later would take a quintet including 

Best to California, with Howard McGhee on 

trumpet. Here, his partner is Charlie Shavers, 

one of his favorites. With Billy Taylor replacing 

Slam Stewart, there was one less soloist to 

contend with. Shavers, in very good form, starts 

off My Man (a French song introduced to jazz 

by Billie Holiday) with a virtuosic introduction 

and verse, played muted and out-of-tempo. 

With Hawkins coming up for the chorus, the 

rhythm section moves into a relaxed 4/4. The 

tenorman stays close to the melody. Wilson solos 

in his usual impeccable manner, and Shavers, 

still muted, takes the last chorus and tops it off 

with a tricky cadenza. Both takes (the first is 

new) are fine, but both horns do their best work 

on the second try. El Salon De Gutbucket (the 

title is a take off on Aaron Copland’s E/ Salon 

a popular orchestral piece) is a 

swinging blues with a Kansas City flavor and not 

a hint of Latin. After the unison riff theme and 

solos by Hawkins and Shavers (open horn this 

time), Wilson shows how to play idiomatic blues 

on the piano without resorting to funky devices. 

The second take is the new one. The first was 

probably chosen for issue because it has the 

better Shavers solo, but Hawkins, while good the 



first time around, is brilliant on the new take, 

playing entirely in double time. The melody of 

Embraceable You is never stated. It opens with a 

brief muted Shavers introduction, then moves 

right into Wilson's half-chorus improvisation, 

followed by Hawkins at equal length. It ends 

with a half-chorus by Shavers. Because the 

song’s structure is A/B/A/C , it lends itself well to 

between improvisers. 

Undecided, Shavers’ most famous composition, 

was to remain in both his, Hawkins’ and Wilson’s 

working repertoire until the end of their lives. It’s 

division three master 

a treat to have three takes of it, none issued 

before. The routine’s the same on all: unison 

ensemble, muted bridge by Shavers, more 

unison, choruses by Wilson, and 

Hawkins, and a new riff for the last chorus, 

Shavers again taking the bridge. The first take 

moves along fine until there’s trouble with the 

final riff (we can hear a_half-amused, half- 

annoyed “ha” by Hawk). No problems with the 

second take. The last is notably faster. All three 

soloists offer new ideas on each take, Shavers’ 

particularly fertile. Because Taylor is very well 

recorded, one has renewed appreciation for his 

rhythmic and harmonic solidity. He teams well 

with Best who astonishingly had taken up drums 

just a year or so before—his first instrument was 

trumpet, on whieh he often sat in at Minton’s. 

Clearly, he had paid attention to Kenny Clarke, 

but his style is more sober. 

Shavers 

の Home (HL 72—2)—1 

10. Home (HL 72—4)—1 
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11. Too Marvelous For Words (HL 73—1)* 

12. Too Marvelous For Words (HL 73 一 2)* 

13. Too Marvelous For Words (HL 73 一 3) 

14. You Brought A New Kind Of Love (HL 74—1)—1 

15. You Brought A New Kind Of Love (HL 74—2)—1 

16. Somebody Loves Me (HL 75—1) 
GEORGE WETTLING’S NEW YORKERS : 

Joe Thomas (tp) Jack Teagarden (tb, vo—1) Hank 

D'Amico (cl) Coleman Hawkins (ts) Herman Chittison 

(p) Billy Taylor (b) George Wettling (ds) 

New York, December 12, 1944 

Though best known for his association with 

Chicago style jazz, both the original 1920s 

version and its New York reincarnation under 

Eddie Condon’s auspices, George Wettling was 

a great all-around drummer whose Swing Era 

experiences included the bands of Artie Shaw, 

Bunny Berigan, Paul Whiteman and Benny 

Goodman. In 1943, he began a 10-year stint 

on the staff of the ABC network. For this session, 

reunited with his old friend Jack 

Teagarden. The great trombonist and singer was 

in New York for two weeks with his unsuccessful 

big band and did quite a bit of recording as a 

single ; on the same day as this Keynote date, 

he also recorded for Decca with Condon, but he 

doesn’t seem tired. He no doubt enjoyed 

working with Coleman Hawkins, with whom he 

he was 

had been very friendly when they were at the 

Roseland Ballroom in the late ‘20s. For pianist 

Herman Chittison, this was the only date as a 

sideman after his return home from Europe in 

1940. His other records were solos, or with his 

own trio, and while he solos well here, he seems 

uncomfortable as an accompanist, except behind 

Teagarden’s vocals. The rest of the cast is 

Keynote regulars, with Joe Thomas in his ususal 

fine form. There are a lot of alternate takes here, 

two of them newly discovered. 

The centerpiece of Home is Teagarden’s 

relaxed vocal, and we also get a brief sample of 

his horn. Hawkins and Thomas stand out as 

soloists, and Hank D’Amico and Chittison are 

also heard from. Hawk's at his best on take 4. 

The three takes of Too Marvelous For Words are 

notably different. All have solos by trombone, 

clarinet, trumpet, piano and tenor, in that order. 

The first (and fastest) is introduced by Wettling 

and has a 16-bar drum solo in the final 

ensemble chorus. The second, at a less frantic 

tempo, is introduced by piano, and the last 

chorus has a bridge by the rhythm section, 

featuring Taylor’s walking bass. The third opens 

with an arranged ensemble with stop-time breaks 

by Teagarden and ends in the same manner. It's 

a bit faster than the second take, and also has a 

final bridge by the rhythm section (in which the 

pianist misses his entrance cue). Hawkins is 

particularly different in his three solos; Teagarden 

finds the tempo on the first attempt too fast for 

comfort and seems to be unfamiliar with the 

song’s changes. Thomas is sparkling on all three 

takes. You Brought A New Kind Of Love finds 

Teagarden much more at home. He plays a 

beautiful first-chorus bridge on both takes 

(Hawkins has the solo spotlight for the first 16 

bars and also plays the arranged introduction) 

and sings in his inimitable, laid-back manner. His 
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first vocal is superb, the second merely excellent. 

D'Amico is fluent and pleasant, his style 

somewhere between Goodman and_ Shaw. 

Thomas again delivers beautifully structured and 

golden-toned work, also playing strong, flawless 

lead throughout. A single take of Somebody 

Loves Me concludes the date. (D'Amico must 

have had to leave; he can’t be heard in the 

jammed opening ensemble, or in solo.) The 

tempo is brisk, and there are good solo turns by 

Chittison (one chorus), Teagarden and Hawkins 

(two apiece). But the main event is Thomas's 

single chorus. The trumpeter often stays close to 

the melody when improvising, but here he 

fashions his statement entirely on the changes, 

and he handles them masterfully. So well, in fact, 

that Teagarden sounds clumsy. Let’s not forget 

Wettling, whose playing is sensitive to the needs 

of all the soloists, whose rhythmic conceptions 

are not at all alike. This was Hawk’s final session 

for Keynote. He was becoming more and more 

interested in the jazz modernists, and his 

remaining recordings of the decade would 

mainly be made in their company. , 



曲目 解説 
ダン ・ モ ー ガ ンス ター ン = Vewlic# aR 

DISC 1 
1. fBISE Zc (KHL9-1)* 

2. FBILBM ZA IC (KHL9-2)* 

3. FBISBM A Tc (KHL9-3) 

4. ス ・ ワ ンダ フル (KHL10-1)* 

5 ス ・ ワ ンダ フル (KHL10-2) 

6. 恋 の 気分 に (KHL11-1) 
“ビーン” アッ ト ・ が ザ ・ メ ッ ト (KHL12-1)* 

7 ビーン” アッ トト ・ が ザ ・ メ ッ ト (KHL12-2)* 

7 ビーン” アッ トト ・ が ・ メ ッ ト (KHL12-3) 

コー ルマン ・ ホ ー キ ンス ・ ク イン テッ ト ・ フ ィ ー チ 

アリ ング ・ テ ディ ・ ウ ィ ル ソン ロイ ・ エ ルド リ 

ッ ジ (tp) コ ー ル マン ・ ホ ー キ ンス (ts) テ ディ ・ ウ ィ 
ルツ ン (D0 ビ リー テイ ラー(b) コ ー ジ ゼー コー デル 

(ds) 録音 1944 年 1 月 31 日 N. Y. 

テナー の 巨匠 コー ルマン ・ ホ ー キ ンス が 残し 

た 一 連 の キー ノー ト ・ セ ッ シ ョ ン の これ が 第 1 

回 吹込 み で ある 。 エ レガ ント な テディ ・ ウ ィ ル 

ソン も キー ノー ト 初 登場 を 飾る 。 1 週間 前 に " ト 

ラン ペッ ト ・ ア ン サ ン ブ ル " で キー ノー ト に 吹 

込ん だ ば か り の ロイ ・ エ ルド リッ ジ は 再 登 場 。 

ここ で も ウィ ルン ソン 同様 準 主役 の クレ ジッ ト を 

与え られ て し か る べき 活躍 を 示す 。 ホ ー キ ンス 

は 、 当 時 、 全 盛 を 誇っ た 52 番 街 の 王者 で ある 。 

ハリ ー・ リ ム は 、52 番 街 で 夜 ご と 活躍 中 の ミュ 

ー ジ シャ ン た ち を 積極 的 に 起用 し た が 、 地 方 か 

ら ニ ュー ヨー ク に 来る ミュ ー ジ シャ ン た ち に も 
つね に 注意 を 払っ て いた 。 ここ で 顔 を 合わ せる 

ホー キン ス と エル ドリ ッ ジ は まさ に 理想 の フロ 

ント ・ ラ イン を 構成 する 。 以後 、2 人 は 永く 共 

演 を 繰り 返す が 、 こ の 時 点 で の 両者 は 共演 歴 は 

で 9% N 
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ご く 浅 か っ た 。 1940 年 の “チョコレート ・ ダ ン 

ディ ー ズ "で の コモ ドア へ の 録音 と 有名 な 「 エ ス 
クワ イア 」 誌 が 主催 し た メト ロボ ポリ タン ・ オ ペ 

ラ ・ ハ ウス で の コン サー ト (1944 年 1 月 18 日 ) 程 

度 だ っ た の だ 。 ち な み に 本 セッ ショ ン で も 演奏 

され る ぐ ビ ー ン ”"・ ア ッ ト ・ ザ ・ メ ッ ト ) は 、 当 

時 陸軍 向け に 録音 され た 同 エ スク ワイ ア ・ コ ン 

サー ト で 誕生 し た 曲 だ 。 タ イト ル は そこ に 由来 

レ し て いる わけ で ある ("ビー ン は ホー キン ス の 

愛称 、" メ ッ ト ”" は メト ロボ ポリ タン ・ オ ペラ ・ ハ 

ウス の 略称 )。 後 年 に な る と ホー キン ス と エル 
ドリ ッ ジ は 多く の 場合 互角 の パー トナ ー と な る 

が 、 こ の 日 は ホー キン ス が 明らか に 主導 権 を 握 

っ て いる 。 し か し 、 ロ イ も チャ ンス が 巡っ て く 
る と 堂々 た る 貫禄 を 示す 。 こ れ に 絶 相 期 に ある 

テディ ・ ウ ィ ル ソン が 加わ っ て 、 セ ッ シ ョ ン は 

まさ に ササ ミッド … き ミー ティ ング と な っ た 。 KW. 

オー ジー コー ル は と いえ ば 当時 、 二 ェ ーー 

ク で 彼 ほ ど 多 忙 な ドラ マー は 他 に いな か っ た 。 

ブロ ー ド ウェ イ の ミュ ー ジ カル 「Make Mine 

Music」 に 出演 し 、CBS 放 送 の スタ ッ フ ・ ミ ュー 

ジ シ ャ ン と し て 働き 、 夜 と も な れ ば 52 番 街 の ク 

ラブ に 顔 を 出す と いっ た 具合 だ っ た の だ 。 クイ 

ン テ ッ ト の ベー ス 妻 者 ビリ ー・ テ イラ ー に つい 

て も 付 言 し て お か ね ば な ら な い 。 初 登場 の テイ 

ラー は この 後 、 多 く の キ ー ノ ー ト ・ セ ッ シ ョ ン 

に 名 を つら ね る こと に な る 。1906 年 生れ の テイ 

ラー は 、 デ ュー ク ・ エ リン トン 楽団 が 天 オ ジミ 

ー・ ブ ラン トン を 起用 する 直前 まで 同 楽 団 で 活 
躍 し た ベー ス 奏 者 で ある 。 ビ リー は 傑出 し た 実 

力 の 持 主 だ まっ た が 、 そ の 実力 に か な う 名 声 を 得 

る に は 至っ て いな か っ た 。 ご この セッ ショ ン や 他 

の キー ノー ト へ の 数 々 の 吹込 み で の 彼 の きわ 立 

つ 演 奏 を 聴き 逃し て は な ら な いと 思う 。 本 策 執 

筆 時 、 ま だ 健在 な 彼 に 対す る 表敬 の 意味 で 

と ころ で 今回 、 こ の セッ ショ ン か ら 多 数 の 貴 

重 な 別 テ イク が 発見 され た 。 5 曲 に 達する 別 テ 

イク は 、 3 人 の ソロ イス ト た ちの 胸 の 中 を 垣 間 

見 る よう で 興味 深い 。 な か で も 大 活躍 の ホー キ 
ンス は 王者 の 威厳 を 示す 。 そ うい えば 、 こ の 時 

代 の 彼 は 、 ま る で 獅子 の よう に 史 呼 する 。 3 種 
の テイ ク が 登場 する 《 瞳 は 君 の ゆえ に 》 は 、 ミ ュー 

ト を つけ た ロイ が スタ ー ト する 。 ソ ロ は ロイ と 
テディ が 各 1 コー ラス 、 続 いで ホー ク が 2 コー 

ラス を 吹く 。 最後 の 8 小節 で は オー プン ・ ホ ー 

ン で ロイ が か らん で いる 。 最初 の テイ ク か ら す 

で に 演奏 は 快調 で 、 な ぜ テ イク が 3 度 も 繰り 返 
され た の か が 判ら な い 。 強い て いう な ら 私 は テ 

イク (2〉 で の ホー キン ス 、 テ イク 〈3〉) の ウィ ル 

ソン に 軍配 を あげ ける 。《 ス ・ ワ ンダ フル )》 の 2 つ 

の テイ ク は テン ポ は ほとん ど と 同じ だ が 、 演 奏 時 

間 は 19 秒 も の 差 が 出 て いる 。 や や 遅 め の 最初 の 

テイ ク の 出だし の 合奏 部 は いさ さか まとまり を 

欠い て いる 。 た だ ウィ ルソン の ソロ は 圧巻 だ 。 

ホー キン ス は 両 テ イク と も 奏 放 に 吹く が 、 テ イ 

7X1 〉 の ほう が より リラ ックス し て いる 。 前半 

で は ミュ ー ト 、 後半 で は オー プン で 吹く ロイ は 、 

要 ず ク (2) で エモ キー ショ ン を おき 軸 人 千 し そい 

る 。《( 恋 の 気分 に > か は 、 ワ ン ・ テ イク で 決ま っ て 

いる 。 ロ イ ( オ ー プ ン ) が 最初 の 24 小 節 を と り 、 

ウィ ルソン が 主題 の 残り を 受け て いる 。 こ こ で 

の ホー キン ス の ソロ は 絶品 で 、 音 色 自 体 が 美 の 

極致 だ 。 こ の 後 、 ウ ィ ル ソン が 8 小節 、 ロ イ が 
最後 の 8 小節 に 登場 し て 終る 。《 ぐ “ビー ン "”・ ア 
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ン 〉》 が 基 に な っ て いる 。 確か これ は 、 や が て 成 
ん に 利用 され る この 名 曲 の コー ド を 使っ て 吹込 

まれ た ジャ ズ 作 品 の 第 1 号 の は ず で ある 。 演奏 

は ケイ ク (37 ま で と られ や 調 り FETS 

《2〉 は 新 発 見 で ある 。 テ イク は どれ も が 素 晴 ら 
し い 。 主題 は オー プ ニ ン グ も エン ディ ング も 合 

奏 と ロイ の 独奏 と で 構成 され て いる 。 即 興部 で 

も ロイ (ミュ ュー ドリ) が 先発 し 、 3 芝 了 イ タク と も お金 く 

異な る 創造 的 な 演奏 を 聴か す 。 続く テディ も 人 負 
け じ と テイ ク を 重ね る ご と に アイ ディ ア を 変え 

る 。 な か で は テイ タム 風 の テ イク 〈2 で の ソロ 

が 秀逸 だ 。 常 に 闘争 心 に 燃え て いる ホー キン ス 

は 、 テ イク 〈1 )〉 で は 流 得 に 流す が 、〈2 ) で は 雄 

叫び を 発し 、〈3〉 で は さら に 内 容 を 高め る 。 劇 

的 な 名 演 と いえ よう 。 

10. ヲ ラレー ム ・ ズ 生 ー ア ー (ML13 

11. プイ マン ネイ ショ ン (HL14) 

72. RbEBS (HL15) 

7 の OPTS A CPS) Si eh TALI) 
コー ルマン ・ ホ ー キ ンス ・ カ ル テ ッ ト : コー ルマン 

… ホ ー キ ンス (te) テ ディ ・ ウ ヴィ ルソン (p) イ スラ エ 

ル ・ ク ロス ビー(b) コ ー ジ ー・ コ ー ル (ds) 

録音 1944 年 2 月 17 日 N. Y. 

ホー キン ス の キー ノー ト へ の 2 度目 の 吹込 み 

VEVALHK RI Yat OP Ne GeO ks 

ウィ ルソン と コー ル が 引き 続き 加わ る ほか ベー 

ス に イス ラ エ ル ・ ク ロス ピー が 起用 きれ てい 

る 。 テ ディ は この 日 も 好調 で 、 優 美 な タッ チ 、 

ハーモ ニック な アイ デ ォ ア 。 AS ers-a 

ト と し て 一 点 非 の 打ち 所 と て な い 名 演 を 随所 に 

繰り 広げ ける 。 ス イン グ 時 代 の ピア ニス ト 中 、 別 
格 的 な 存在 だ っ た テイ タム は 例外 と し て 、 テ デ 



ィ が な ぜ か くも 同時 代 の ピア ニス ト に 大 き な 影 
響 を 与え た か を 改め て 知ら され る 思い だ 。 

《 フ レー ム ・ ス ロー アー》 は 《 ス リー プ )》 が 原 曲 

DED E (BBN (KWH E) (5B 2 次 世界 大 

戦 用 語 で ある )。 演奏 は いい テン ポ で 流れ る が 、 

ピア ノ に よる 2 コー ラス の ソロ が 聴き 所 と いえ 

る 。 ホ ー キ ンス は さす が と 思わ せ は する が 、 こ ご 

の 日 は 総じて 心 な し か 何 か が 欠け て いる 感じ 

だ 。 コ ー ル は 短い な が ら 理 に 適っ た 正確 無比 の 

ソロ を と っ て いる 。《 イ マジ ネイ ショ ン )》 の 最初 
の コー ラス で この 日 の ホー キン ス の ベス ト ・ ソ 

ロ が 現われ る 。 メ ロディ ー を ハー モニ ッ ク に 侯 

り 、 肉 感 的 な サウ ンド で 雄 澤 に 描く 。 ウ ィ ル ソ 
ン は 1 コー ラス 目 の ブ リッ ジ で 顔 を 出し 、2 コ 

ー ラ ス 目 の 前 半 を 弾く 。 後 半 は ホー キン ス が し 

めく くる 。 両者 の 寛い だ 風情 に 富む 会 話 と いっ 
た 趣 だ 。《 夜 も 昼 も 》) は ドラ ム ス と ベー ス の イン 

トロ で 始ま る 。 続く ホー キン ス は コー ル ・ ポ ボー 

ター の 息 の 長 い メ ロディ ー を 手玉 に と り 、 自 在 
に 変奏 する 。 中間 で は ウィ ルソン が 負け じ と 場 

面 を 奪う 。 こ の 後 、 ホ ー ク が さら に ヴァ リエ ー 

ショ シン を 聴か ぜ せる は 《( キ ャ ッ ア イン アッ キ ・ 

キー ノー ト )》) は テディ と ホー ク の ブレ イク で 始 

まる 。 ソ ロ は テディ が 2 コー ラス 、 ホ ー ク が 3 
コー ラス と っ て いる 。 テ ディ は 棋 調 に 飛ば し 、 

ホー ク は 力強く 吹い て いる 。 テ ー マ を は ぶ い て 

いき な り ア ドリ ブ か ら 入 る この 曲 は AABA 形 式 

で は な い が 、 ス タン ダー ド の 《 シ ャ イン 》 に どこ 

と な く 似 て いる 。 セ ッ シ ョ ン は 高 水準 の 演奏 に 

も か か わら ず や や 御座 成り の 感 を まぬがれ な 
い 。 別 の テイ ク が 無い と ころ を みる と 、 ミ ュー 

ジ シ ャ ン た ち は 、 急 いで 片付け た か っ た の か も 

し れ な い ( か ね て 伝え られ て いた 《 キ ャ ッ テ ィ 

ン …》 の 別 テ イク も 発見 され な か っ た 。 < も 

ら デ ィ ス コグ ラフ ァ ー の 創作 だ っ た よう で あ 

る る )。 

14, プル ー・ ム ー ン (HLK17-1) 

15. プルー・ ム ー ン (HLK17-2)* 

16. ファー ザー・ コ ー チ ペレ イツ (HLK18-1)* 

17. ファ ー ゲ ー・ コ ー ナ ペレ イツ (HLK18-2)* 

18. ファ ー ゲ ザー・ コ ー ブ ナパ ペレ イン ツ (HLK18-5)* 

19. ファ ー が ザー・ コ ー チ ナチ ペレ イン ツ (HLK18-6) 

DISC 2 

Ze 

7. ジャ スト ム ・ ワ ン ・ モ ア ・ チ ャ ンス (HLK19-1)* 

2 ジャ スム ・ ワ ン ・ モ ア ・ チ ャ ンズ ス (HLK19-2) 

3 スルー・ フ ォ ー・ が ・ ナ イア (HLK20-1)* 

4 スル ー・ フ ォ ー・ が ・ ナ イト (HLK20-2) 

コー ジー・ コ ー ル ・ オ ー ル ・ ス ター ズ : ジョ ー・ ト 

ー マ ス (tp) ト ラミ ー・ ヤ ング (tb) コ ー ル マン ・ ホ ー 

キン ス (ts) ア ー ル ・ ハ イン ズ (p) テ ディ ・ ウ ォ ル タ 

ー ズ (9) ビリ ー・ テ イラ ー(b) コ ー ジ ー・ コ ー ル 

(ds) 録音 1944 年 2 月 22 日 N. Y. 

数 ある キー ノー ト の 一 連 の 名 セッ ショ ン か ら 

真 の ベス ト ・ ワ ン を 選び 出す の は むず か し い 。 

し か し 、 こ の セッ ショ ン こ そ は その 最 有 力 候 補 

の ひ を つ で ある 。 これ は また キー ノー ト が 行 な 

っ た 数 多い 12 時 SP 盤 向け セッ ショ ン の 第 1 弾 で 

も ある 。 こ れ に よっ て SP 盤 で 高音 質 を 保ち 得る 

最大 限 5 分 余 に まで 演奏 時 間 を 伸ばす こと が で 
きた 。 時 間 に ゆ と り が 出 た こと を で 。、 ミ ュー ヤシ 

ャ ン は プレ ッ シ ャ ー か ら 解 放さ れ 、 当 然 、 そ の 

分 より の び の びと 即興 演奏 する こと が 可能 と な 

っ た わけ ぞ で ある 。 

顔ぶれ は 正真正銘 の "オー ル ・ ス ター ズ " で あ 
る 。 当時 ビッ ダグ ・ バ ンド の リー ダー で 、。 めった 

な こと で は サイ ド メ ン と し て は 上 訳 爾 まな か っ た 

アー ル ・ ハ イン ズ を 起用 で きた の は 大 手柄 で あ 
る 。 大 御所 ハイ ンズ は ここ で か つて の 同僚 で 、 

トロ ン ボ ー ン 界 の スタ ー・ プ レイ ヤー、 ト ラミ 

ー・ ヤ ング と 再会 を 果たす 。 ト ラミ ー も 吹込 み 

ほ い た っ で 少な い ほ うだ っ た 計 エ ル マン ョ ャ 赤 

ー キ ンス は いう まで も な く 看 板 ス ター で ある 。 

一 方 トラ ン ペ ッ タ ー、 ジ ョ ー・ ト ー マ ス の 場合 

は 、 一 般 的 な 人 気 と は 無縁 の 存在 だ っ た 。 し か 

し 彼 こ そ は 真 に 偉大 な トラ ン ペ ッ タ ー で あり 、 

この オー ル ・ ス ター ズ に ふさ わし い 実 力 の 持 主 

で あっ た 。 ハ リー・ リ ム の お か け で トー マス は 

キー ノー ト ・ セ ッ シ ョ ン に し ば し は 起用 され 、 

彼 の ベス ト ・ プ レイ の 数 々  を 残す こと に な る 。 
ベー ス の ビリ ー・ テ イラ ー に つい て は すでに 触 

れ た 。 リ ー ダ ー 役 の コー ジー・ コ ー ル は スイ ン 

グ 時 代 を 代表 する 屈指 の 名 ドラ マー と し て 高く 

評価 され た 名 手 で ある 。 知名 度 の 最も 低い 存在 
必 潤 ター の テディ ウォル 多 ご ズ で あろ る ろう 。 テ 

ディ は ドラ マー、 ダ ニー・ ア ル ヴ ィ ン の 身 子 で 、 

歌手 と し て も 優れ て いた が 、 惜 し いこ と に 天 折 

し た 。 ウ ォ ル ター ズ が ここ に 残し た いく つか の 

チャ ー リ ー・ ク リス チャ ン ば り の 素晴らし い ソ 

口 は 貴重 で ある 。 

と ころ で 、 こ の 黄金 の セッ ショ ン か ら こ れ ま 

で 知ら れ て いな か っ た 別 テ イク が な ん と 6 曲 も 

発見 され た の は 嬉し い 限 り で ある 。 こ れ に よっ 

て 我々 は 、 円 吾 の ピー ク に 達し て いた 正統 派 ス 
イン グ の 大 御所 た ち に よる 比類 な き 音 楽 ( こ こ 
に 聴か れる 音楽 は 来る べき ジャ ズ を ほのめかし 

は する が 、 ま だ 感化 は され て いな い ) を 約 50 分 

に も わた っ て 享受 する こと が で きる こと と な っ 

た の で ある 。《 ブ ルー・ ム ー ン 》 は ミド ル ・ テ ン 

ポ で 演奏 され る 。 ベ ー ス と ドラ ム ス を 除く 全員 
に ソロ ・ ス ポッ ト が 与え られ て いる 。 ハインズ 
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は その イン トロ か らし て すでに 気迫 を 感じ させ 

Bo 2 つの テイ ク で ハイ ンズ は と も に 優劣 つけ 

が た い 名 演 を 聴か す 。 ヤ ング も また 全霊 を 傾け 
る 。 し か し ここ まで は 単なる ヴ ウォー ミン グ ・ ア 

ッ プ に 過ぎ な い 。 次 の 《 フ ァ ー ザ ー・ コ ー オ ペ 

レイ ツ 》 に 至っ て セッ ショ ン は 伏 然 熱気 を は ら 

み 火 を 吹き 出す 。 曲 は 《 く アイ ・ ガ ッ ト ・ リ ズム )》 

の チェ ンジ を 使っ た ファ ー ス ト ・ ナ ン バ ー だ 。 

4 つの テイ ク は その どれ も が マス ター ピー ス 

(! ) で ある 。 テ イク 〈1〉) か らし て すでに 演奏 は 

白熱 し 、 ミュージシャン た ち は 創 造 力 を 遺 居 な 
く 発 揮 し て いる 。 と ころ が 入 い た こと に 、 彼ら 

は テイ ク を 重ね る ご と に これ で も か と いわ ん ば 

か り に ぐい ぐい 調子 を あげ て いく 。 ハ イン ズ に 

は た だ た だ 圧倒 され る 思い で ある 。 ほ と ば し り 

出る アイ ディ ア 、 2 度 と 同じ フレ ー ズ は 弾 か な 

い 。 し か も ハイ ンズ は し ば し ば "モダン" と も " 未 

来 的 "と も 形容 し た く な る ほど に 新 感覚 の ソロ 

へ と 突入 する 。 本気 で 挑む ハイ ンズ の 物 凄 さ が 

ここ に 捉え られ て いる の で ある 。 ホーキンス も 

明らか に 鼓舞 され て いる 。 2 コー ラス の ソロ を 

ホー キン ス は 息 も つか せ ぬ 激 し さ で クラ イマ ッ 

クス へ と 盛り あけ て ゆく 。 堂 に 入っ た 演奏 だ が 

即興 性 も 豊か で ある 。 ヤ ング は その 点 、 冒 険 的 * 
で あり 、 そ の 都度 、 思 いつ くま ま に ソ ロ を 変え 

て いる 。 こ こ で は リフ の 合奏 が エキ サイ ティ シシ 

グ な 効果 を 高め て いる の も 聴き 逃 せ な い 。 熱 の 
こも っ た 演奏 の 後に バラ ー ド が 登場 する 。《 ジ 
ャ スト ・ ワ ン ・ モ ア ・ チ ャ ンス )》 は 、 ホ ー キ ン 

ス の 独壇場 で ある 。 こ の 種 の ロマ ンチ ッ ク な バ 

ラー ド に か け て は 、 ホ ー ク に か な う プ レイ ヤー 

は まず いな い 。 間奏 部 で は ハイ ンズ が 得意 の ト 

レモ ロロ 奏法 で 光彩 を 放ち 、 ブ リッ ジ で は ウォ ル 

ター ズ が 味 の あ る キ ギター を 聴か せ て いる 。 両 テ 



イク と も 文句 の つけ よう も な い 名 演 だ 。 し か も 、 

この 後 さ ら に 名 演 が 続く 。 トラ ミー・ ヤ ング 作 

曲 の (スル ー・ フ ォ ー・ ザ ・ ナ イト )〉》 で ある 。 曲 
は 《 ハ ニー サッ クル ・ ロ ー ズ )》 が 原 曲 だ 。 絶 妙 の 

中 席 テ ン ポ で 演奏 され (この 種 の テン ポ は も は 
や 聴か れ な く な っ た )、 得 も いわ れ ぬ 寛ぎ 、 イ ー 

ジー な スイ ング 感 が 醸し 出さ れる 。 全 貞 、 見 事 
な プレ イ で 応え て いる が 、 作 者 の ヤン グ が な ん 

と いっ て も きわ 立っ て いる 。 レ コー ド に な っ た 

テイ ク 〈2) で の ヤン グ の ソロ は 、 け だ し 彼 の 不 

減 の 名 演 の ひと つ 。 ジ ミー・ ハ リン ソン と J.J. ジ 

ョ ン ソ ン の 中 間にあっ て 多く の トロ ン ボ ー ン 
者 に 影響 を 与え た の も むべ な る か な と 思わ せる 
に 足る 演奏 だ 。 ス ー パ ー・ セ ッ シ ョ ン を 終始 、 

見 事 に サポ ー ト し た テイ ラー と コー ル の 存在 も 

この 際 忘 れ て は な ら な い 。 

5. 明る い 毒 通り で (HL29-1)* 

6. 明る い 表 通り で (HL29-2) 

Z スリ ー・ り トル ん ル ・ ワ ー ズ (HL30-1) 

8. パト ムル ・ チ ナブ ・ が ・ サ クセ ス (HL31-1) 

9 ノル プー ズ (HL32-1)* 

10. ルイ ー ズ (HL32-2) 

コー ルマン ・ ホ ー キ ンス ・ サ ックス ・ ア ン サ ン ブ ル 

・ タ ブ ・ ス ミス (as, arr) コ ー ル マン ・ ホ ー キ ンス , 

ドン ・ バ イア ス (ts) ハ リー・ カ ー ネ イ (bs) ジ ョ ニー 

・ ガ ル ニ エ リ (p) ア ル ・ ル ー カ ス (b) シ ドニ ー・ カ 

トレ ッ ト (ds) 録音 1944 年 5 月 24 日 N. Y. 

同一 楽器 の 名 手 を 一 堂 に 集め る と いう 企画 

は 、 ハ リー・ リ ム が 打ち 出し た 種々 の 興味 深い 
企画 の な か で も ひと きわ 光る も の で ある 。 こ の 

アイ ディ ア の 第 1 弾 は エル ドリ ッ ジ の "トラ ン 

ペッ ト ・ ア ン サ ン ブ ル "” で あり 、 後 に ベニ ー・ 

モー トン の "トロ ン ボ ー ン ・ ア ン サ ン ブ ル " も 吹 
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バリ トン か ら な る “サッ クス ・ セ クシ ョ ン " が 主 

役 で ある 。 リ ズム ・ チ ー ム に は キー ノー ト の 強 

カ 布 陣 、 ガ ル ニ エ リ 、 ア ル ・ ル ー カ ス 、 シ ド ・ 
カト レッ ト が 起用 され て いる 。 ミ ルス ・ ブ ルー 

・ リ ズム や カウ ント ・ ベ イシ ー 楽 団 で 活躍 し た 

導 ま ゃ ミス は ここ と で は セク タタ ョ シン の サー Ke 

務め た ば か り で な く ス コア も 提供 ( 彼 は 編曲 者 
と し て 有 能 だ ゎぁ た ) じ て で て いる 。 ホー キン ス は ほ 52 

番 街 で 当時 大 い に 張 り 合 っ て いた ドン ・ バ イア 

ス と テナー の 座 を 分 か ちあ う 。 セ クシ ョ ン の ア 

ンカ ー・ マ ン は 無敵 の ハリ ー・ カ ー ネ イ で ある 

(エリ ント ン 楽 団 以外 で の これ は 異例 の 吹込 み 

の ひと つ )。 
リー ダー 役 の ホー キン ス は 当然 な が ら 最 も 多 

く の ソ ロ ・ ス ペー ス を 与え られ て いる 。 ここ で 

は 4 曲 中 の 2 曲 に 新 発 見 の 別 テ イク が 登場 す 

る 。《 明 る い 表 通り で 》 は 1937 年 の ライ オ ネ ル ・ 
ハン プ ト ン と の 吹込 み 以来 、 ジ ョ ニー・ ホ ッ ジ 

ス の 当り 曲 と し て 知ら れ て いる 。 オ ー プ ニン グ 

・ ソ ロ を 吹く スミ ス は その ホッ ジス の 名 演 を 頭 

に 描い て いた に ちがい な い テン ポ も 全く 同 

じ で ある 。 タブ に 続い て ホー キン ス が テイ クタ ク 

〈1) で は ゆっ た り と 寛ぎ 切っ た 調子 で 即興 演奏 

し 、 テ イク (2〉) で は アイ ディ ア の 豊か さ は その 

まま に 、 よ り 妻 放 な ソロ を 綴る 。 こ こ で ピア ノ 、 

バイ アス 、 カ ー ネ イ が その オー ダー で 半 コ ー ラ 

えつ つの ソロ を と る 。 その 際 、 パ イア ス を カカ ェ 

ネイ は ソロ の 途中 で ブレ イク を 挟む (テイ ク 

〈2 ) で の バイ アス の ブレ イク は 絶品 )。 こ の 後 、 
再 登場 する スミ ス は ここ で モダ ン ・ ジ ャ ズ 前 史 
に お ける 最長 不 倒 の "カデンツァ "を レコ ー ド に 

刻む (テイ ク 〈1 ) で は 47 秒 、 テ イク 〈2) で は 52 

秒 に 及ぶ )。《 ス リー・ リ トル ・ ワ ー ズ )〉》 で テン 

ポ は アッ プ す る 。 ソ ロ は バイ アス ( 流 輸 か つ 奏 

放 )、 カ ー ネ イ ( 強 維 か つ 躍 動 的 。 カ トレ ッ ト の 
ital ERIAOBOD—RT1 

ー キ ンス が いか に 大 き な 影 響 を 彼 に 与え て い 

ky nk の 

好演 だ 。 バ ッ ク で の ルー カス の 好演 も 光る )、 

スミ ス ( 精 力 的 ) そ し て ホー キン ス ( 王 者 の 貫禄 。 

バッ ク で アン サン ブル が 花 を 添え る 。 風格 ある 

第 2 コー ラス の ソロ に カト レッ ト が 好 サ ポー ト 

を つけ る ) と 続く 。 女 速 調 で スイ ング する 《 バ ト 

馬 才 ダグ < ザ ・ サ クセ ス ) は (チャ イナ ・ ボ ー 

イ ) が 原 曲 で ある 。 こ こ で は ホー ク が 先発 する 。 
それ が 後続 プレ イヤ ー か ら 好 演 を 引き 出す きっ 
天 控 まな る 。 ス ミス の 2 コー ラス は ここ まで の 

NAb, 確か な 技巧 の 持 主 だ が 。 ガル ニ エ リ は 陽 

無 に 楽し ん で いる 。 ウォー ラー 風 に な っ た りす 

Bo 続く バイ アス は ホー キン ス に 真正 面 か ら 挑 
む 体制 だ 。( 第 2 コー ラス 目 で サッ クス 陣 が バ 

ッ ク を つけ て し か る べき だ っ た 。 も っ と も 、 彼 

は 意 に 介し て いな い )。 と ころ が カー ネイ の 誠 

快 き わ ま りな い コ ー ラ ス の 後 、 長 孝 ホ ー ク が す 

っ く と 立ち あがる 。 ホ ー ク は 最初 の コー ラス で 
パイ アス に も 負け な い ス ピー ド と 正確 さ で コー 

民 を 手玉 に 取っ て 見 せ 、 続 く 第 2 コー ラス に 入 

る や 猛烈 な 勢い で 史 呼 する の で ある 。 終曲 部 の 

編曲 も 手際 よく 好 印 象 を 残す 。 懐 か し の 《 ル イー 
ズ 》 の 2 つの テイ ク で この 名 企画 は 幕 と な る 。 

調和 の と れ た アン サン ブル が 主題 を 奏で 、 ブ リ 

ジ を カー ネイ が 受け て いる 。 ソロ ・ コ ー ラ ス 

で は ホー キン ス が 先発 (サッ クス の リフ が 背後 
上 く ) し 、 続 く ガ ル ニ エ リ は 、 パ ッ ク の リフ 

を 巧み に 活か し た ソロ を 絢 く 。 カ ー ネ イ は ここ 

で も カト レッ ト か ら 好 サポ ボー ト を 得 て い る 。 バ 

イア ス は 半 コ ー ラ ス し か も ら え ず 、 ス ミス の 出 

だ し は アイ ディ ア 倒 れ に 終っ て いる 。 ここ で 再 

び ホ ー キ ンス が さら に 1 コー ラス 登場 する 。 録 
音 の バラ ンス は テイ ク 〈2) が 確か に 良い 。 し か 

し 、 音 楽 的 に は ファ ー ス ト ・ テ イク が リラ ッ ク 

ス し て いて 、 ホ ー キ ンス の オー プ ニ ン グ ・ コ ー 

ラス も こち ら の 方 が 情感 豊か で ある 。 も っ と も 

テイ ク 〈2) で の 第 2 コー ラス も 捨て 難い 出来 

だ 。 バ トル で は 常勝 を 誇る ホー キン ス で あっ た 

が 、 特 に この セッ ショ ン で の ホー ク は 大 勝利 に 

終っ て いる 。 

DISC 3 
JAAP? 
eS SE 

ビリ ー ヴ (HL33-1)* 

ビリ ソー グ ヴ (HL33-2) 

3. が ント ・ ブ レイ ム ・ ミ ー (HL34-1)* 

4. が ント ・ ブ レイ ム ・ ミ ー (HL34-2) 

5. ジャ スト ・ ワ ン ・ チ ナブ プ ・ ゾ ー ズ ・ シ ング ス (HL35-1) 
6. ハレ ル ヤ (HL36-1) 

コー ルマン ・ ホ ホーキンス ・ オ ー ル *・ ア メリ カシ «FZ 

ォ ー : コー ルマン ・ ホ ー キ ンス (ts) テ ディ ・ ウ ィ ル 

ソン (p) ジ ョ ン ・ カ ー ビ ー(b) シ ド ・ カ トレ ッ ト 

(ds) 録音 1944 年 5 月 29 日 N. Y. 

med アン サン ブル セッション か ら 5 

日 後 、 ホ ー ク は 再び キー ノー ト へ の 吹込 み に 臨 
lees een あッ ーー Cree 

・ フ フットボール 界 に な ら っ て “オー ル ・ ア メリ 9 

カン "と 名 付け られ で て いる 。 本 大 の ミュ ュー ジル 

ャ ン た ち が !「 エ スク ワイ ア 」 誌 の 投票 で それ ぞ れ 

第 1 位 に 選出 され た ベス ト ・ プ レイ ヤー た ち だ 

っ た か ら で あ る 。 ちなみに 同 誌 の ジャ ズ ・ ポ ボー 

ル は 批評 家 に よる 投票 で 、 後 の 「 プ レイ ボー イ 」 
の 読者 人 気 投票 な ど に 比べ る と は る か に 高い 権 

威 が あっ た も の で ある 。 そ れ は と も か く 、 こ の 

カル テッ ト は 当時 と し て は まさ に 最高 の 顔 合 せ 
25 



PSS. ビラ フ の チ テディ ドウ イル ソジン と 人 ドム 

ス の シド ・ カ トレ ッ ト は すでに 過去 の セッ ショ 

ン に も 参加 し て いる が 初 登場 の ジョ ン ・ カ ー ビ 

ー は これ が キー ノー ト 唯 一 の 吹込 み で ある 。 水 

らく 自己 の バン ド を 率い て きた カー ビー が サイ 
ド マ ン に 回 る の は 異例 の こと で 、 こ れ は ホー キ 

ンス と は フレ ッ チ ャ ー・ ヘ ンダ ー ン ソン 楽団 時 代 

か ら の 旧友 同志 だ っ た か ら で あ る 。 

前 回 同様 これ また 12 時 盤 向 け セ ッ シ ョ ン で テ 

ディ と ホー ク は た っ ぷり ソロ を と っ て いる 。 2 

つの テイ ク が 新た に みつ か っ て お り 、 そ の ひと 

つが 冒頭 の (メイ ク ・ ビ リー ヴ 》( ジ ェ ロ ー ム ・ 

カー ン 作 曲 ) で 聴か れる 。 第 1 音 か ら す で に 、 

この 日 、 ホ ー キ ンス は じっくり 吹く 気 に な っ て 

いる の が 判る 。 録音 が また 彼 の テナー の 音 を じ 

つ に よく 捉え て いる 。( キ ー ノ ー ト の 録音 の 素 

晴らし さ は 特筆 に 値する 。 管楽器 の 音 は 生々 し 

く 、 バ ラン ス も よく 決ま っ て お り 奥 行き を 感じ 
させ る 音 で ある 。 ドラ ム ス の 音 に 関し て は 特に 

細か い 神 経 が 払わ れ て いる し 、 キ ー ノ ー ト の セ 

ッ シ ョ ン で は ピア ノ は どれ も が よく 調律 され て 

お り 、 豊 か な 響き で 捉え られ て いる 。 セ ッ ン ショ 

ン の オリ ジ ナ ル ・ デ ィ ス ク か ら 新 た に 最新 技術 

を 駆使 し て 忠実 に 復元 され た これ ら の 音 を 聴く 

に つけ 、 ハ リー・ リ ム の 監修 の も と で 当時 キー 

ノー ト が いか に 優れ た 録音 を し て いた か が 、 幸 

い に も 今回 初め て 明らか に な っ た の は 大 き な 成 

果 と いう こと が で きる ) 
《( メ イク ・ ビ リー ヴ )〉》 の 2 つの テイ ク は どちら 

も 優劣 つけ 難い 第 一 級 の 出来 で ある 。 長 さも 全 
く 敵 せ で 次 の で ドン ドー プレ イム ・ そ デー リ の 2 
つの テイ ク 同 様 演奏 時 間 は 変ら な い ( こ の 4 人 

の ミュ ー ジ シャ ン た ち は ひ と た び テ ン ボ を 決め 
る と 、 は ず し た り は し な い の だ )。《 ド ント ・ ブ 
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レイ ム ・ ミ ー)》) は ウィ ルソン の 愛 奏 曲 で も あり 、 

30 年 代 に ソロ で も 録音 し た こと が ある 。 2 つの 

テイ ク と も テディ は 御 機 嫌 な ソロ を 弾く 。 こ う 
いう バラ ー ド ・ テ ン ポ は ホー ク も 得意 と する と 

ころ で 長 目 の 旋律 、 複 雑 な 和 声 … こ ご これ な ど ま さ 

に 彼 の 好み の 曲 と いえ る 。 眉 し い テ ナー・ サ ウ 

ンド は それ 自体 が すでに 魅惑 的 で ある 。 テ イク 

(1) も 見 事 な ら テイ ク 〈2)〉 も 絶品 だ 。 ウィ ル ソ 
ン は 調 を 変え て ソロ を 弾く 。 テ イク 〈2)〉 で の ソ 

ロロ は 彼 が レコ ー ド に 残し た 最高 の 名 演 の ひと 

つ 。 主題 の 吹奏 で ホー ク は 安らぎ の な か に 和 を 

秘め て ロマ ンチ シズ ム の 極致 を 示す 。 チ ャ ー リ 

ー・ パ ー カ ー が 数 年 後に 録音 し た 演奏 と 聴き 比 

べ て みる の も 一 興 だ 。《 ジ ャ スト ・ ワ ン ・ オ ブ ・ 

ゾー ズ ・ シ ング ス 》 で ペー ス は 速く な る 。 コー 

ル ・ ポ ボー ター の この 佳 曲 は ホー ク や テディ に と 

っ て お 計 え 向き だ 。 両 ソロ イス ト に 対し ここ で 

は カト レッ ト が ブリ リア ント な サポ ー ト を 送っ 

て いる 。 ホ ー ク の 最終 コー ラス で それ が 特に 鮮 

や か だ 。 ホ ー キ ンス と ウィ ルソン の 両者 に と っ 

て お そら く は キー ノー ト ・ セ ッ シ ョ ン 中 で も ベベ 

スト の 記録 と も いえ る この 日 、 恒 尾 を 飾っ た 曲 

は 《 ハ レル ヤ 》 で ある 。 テ ン ポ は 威勢 に 乗っ て 、 

途中 か ら さ ら に 速め に な る 。 こ こ で は カー ビー 

の ベー ス ・ ソ ロ 、 カ トレ ッ ト の ブラ ッシュ に よ 

る ソロ も 登場 する 。 カ トレ ッ ト が 生み 出す ブラ 

ッシュ に よる パタ ー ン は タッ プ ・ ダ ンス の 名 手 

を 想い 起こ させ る 。 と も あれ セッ ショ ン を 通じ 

て カト レッ ト は 終始 比類 な き 至 芸 で 応え て い 

る 。 こ うい う 総 好調 時 の ビッ グ ・ シ ド ・ カ トレ 

ッ ト に は 、“" ド ラム 史上 不 減 の 王者 "の 冠 を つい 

授け た くも な る の で ある 。 

Z アイ ム ・ ユ アー ズ (HL64-1)* 

8 アイ ム ・ ユ アー ズ (HL64-2)* 
9 アイ ム ・ ユ アー ズ (HL64-3) 

10. アン ダー・ ア ・ ブ ラン ケッ トト ・ チ ブ ・ プルー (HL65-1) 

11. FLOM GAT (HL66-1)* 

72. 青空 の か みな た に (HL66-2) 

13. 青空 の の な た に (HL66-3) 

14. シャ ン テ ィ ・ イ ン ・ チ ブー ルル た が ・ シ ャ ン テ ィ ・ タ ウン (HL67-1)* 

15. シャ ン テ ィ ・ イ ン ・ ブ チー ル た が た ・ シ ャ ン テ ィ ・ タ ウン (HL67-2)* 

16. シャ ン テ ィ ・ イ ン ・ チ ブー ノル が ・ シ ャ ン テ ィ ・ タ ウン (HL67-4) 
コー ルマン ・ ホ ー キ ンス ・ ク イン テッ ト : バッ ク ・ 

クレ イト ン (tp) コ ー ル マン ・ ホ ー キ ンス (ts) テ ディ 

・ ウ ィ ル ソン (p) ス ラム ・ ス チュ ワー ト (b) デ ンジ 

ル ・ ベ スト (ds) 録音 1944 年 10 月 17 日 N. Y. 

隊 * ズ ・ ミ ュー ジ シ ャ ン が 演奏 曲 に つい て は 

無 頓 間 だ と 考え る の は 誤り で 、 演 奏 に つい て も 

曲 が 何 で ある か より どう 演奏 され た か の 方 が 大 

MECBASOSOLEVSK な い 。 《 ア イム ・ ユ アー 

ズ 》 の 平凡 な 旋律 、 さ ら に は この フォ ックス ・ 
トロ ッ ト の テン ボ に は さす が の コー ルマン ・ ホ 

ー キ ンス も いさ さか 気 乗り 薄 の よう で ある 。 3 

つの テイ ク ( テ イク 〈1 )〉、〈2 )〉 は 初 登場 ) で ホー 

キン ス は 主題 は バッ ク ・ ク レイ トン に まかせ 、 

リー ダー 自身 は 気まま に コー ド を 押え て いる だ 

け だ 。 と も あれ これ が ホー キン ス の リー ダー と 

骨 放 は キー ノー ト で の 最後 の セッ ショ ン で あ 

る 。 こ の 日 の ホー ク は 気力 も 時 盛 で 、 楽 器 の 音 

が 最高 に よく 鳴っ て いる と ころ を みる と 、 十 分 

な 休息 を と っ て いた に ちがい な い 。《( ア イム ・ 
ユア ー ズ )〉》 の 各 テ イク の ソロ で も 驚く ば か り に 
息 の 長 い フ レー ズ を 吹い て お り 、 音 の 継ぎ 目 も 

間髪 を 容れ ず ほ と ん ど 息 を つく の が 判ら な い ほ 

ど だ 。 一 方 、 テ ディ ・ ウ ィ ル ソン は 陳腐 な 題材 
に 対し て も より 融通 の ある と ころ を みせ 、 イ ン 

スピ レー ショ ン の 赴く まま に 念 の 入っ た 演奏 を 
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聴か す 。 特 に テイ ク 〈3) で の ソロ は 技巧 を 凝ら 
し な が ら も 流 得 で 、 明 快 な 表現 の モデ ル と も な 

る 出来 だ 。 こ こ で は バッ ク ・ ク レイ トン も 快 調 
で 、 音 も タイ ト で 芳 や か だ 。《 ア ンダ ー・ ア ・ 

ブラ ン ケ ッ ト ・ オ ブ ・ ブ ルー〉》 で は 、 ホ ー ク も 
明らか に 演 る 気 を 示し て いる 。 オ ー プ ニン グ ・ 
コー ラス で も クレ イト ン に は ブリ ッ ジ を 吹か せ 

る だ け で 、 あ と は 全 篇 、 官 能 的 な サウ ンド に メ 

ロディ ー を 託し な が ら 、 ス イン ギー に 吹き まく 

る 。 ブ リッ ジ に 出る クレ イト ン は ミュ ー ト ・ ト 

ラン ペッ ト で 8 小節 を 彩 ど る 。 第 2 コー ラス ( ブ 

リッ ジ は スラ ム ・ ス チュ ワー ト ) で は また も や 

ウィ ルソン の 名 演 が 聴け る (キー ノー ト が いつ 

の 場合 も 完璧 に 調律 され た いい ピア ノ を ぎん み 

し て 使っ て いた の は 特記 に 価 す る )。 テ イク は 

1 度 で 終っ て いる 。 誰 も が 満足 し た か ら に ち が 

いな い 。(《 青 空 の か な た に 》) で テン ポ は 一 転 速く 

な り 、 キ ー ノ ー ト へ は 初 登場 の ドラ マー、 デ ン 

ジル ・ ベ スト に も よう や く ラ イド ・ シ ン バ ル で 

の 妙技 を 披露 する チャ ンス が 回 っ て くる 。 3 つ 
の テイ ク ( テ イク 〈1)〉 は 初 登場 ) は どれ も が パー 

フェ クト な 演奏 。 テ ン ポ は ほとん ど 同 じ だ が 、 

ま 炎 の 9 OSA A (まめ ャ (バッ ク 。 スウ る 。 

ホー ク ) が その 都度 ソロ 内 容 を が ら っ と 変え て 
お り 、 聴 き 比 べ る 楽し さも また 格別 だ 。 演 奏で 
人 ほえ サム が まず すず ツ ロ で イン トロ (チチ イタ 4《175 

限っ て 《 ソ ルト ・ ピ ー ナ ッ ツ )》 を 引用 する ) を つ 

ける 。 主題 部 で は バッ ク が メロ ディ ー を 吹き 、 

ホー ク は 控え 目 に つけ て いる 。 続く テディ の ソ 

ロロ は 、 全 て の テイ ク で 素晴らし く 、 こ の 日 の 彼 
が こと の ほか 好調 だ っ た こと を 示し て いる 。 ク 

レイ トン の ソロ は テイ ク 〈2) が ベス ト の 出来 
Es 3 つの テイ ク と も ミュ ー ト を 使っ て 吹い て 

お り 、 主 題 の メロ ディ ー を 惹 み に ア ドリ ブ し て 



いく が 、 テ イク 〈3〉) で は ほとん ど 主 題 を スト レ 
ー ト に な ぞ で る 。 ス ラム も この 日 は 快調 で 、 こ の 
速い テン ボ の 弓 弾き で な お 正確 な 音程 、 完 璧 な 

イン ト ネ ー シ ョ ン を 保っ て いる の は 名 異 的 で あ 

る 。 ホ ー ク は 3 つの テイ ク の それ ぞ れ の ソロ を 
同じ フレ ー ズ で 吹き 始め る が 、 あ と は 別 の 内 容 
へ と 変え る 。 他 の ソロ イス ト が 1 コー ラス な の 

に 対し ホー ク だ け は 2 コー ラス を と っ て お り 、 

後半 に 向け て 山場 を つく る 。 最後 の 8 小節 で は 

バッ ク も か らん で いる 。《 シ ャ ン テ ィ ・ イ ン ・ 

オー ルド ・ シ ャ ン テ ィ ・ タ ウン 》 は めった に ジ 

ャ ズ で は 演奏 され な い 曲 で ある 。 演奏 は ル テ ィ 
ー ン を 少々 変え て 、 立 派 に ジャ ズ ・ ナ ン バ ー へ ヘ へ 

と 仕上 げ て いる 。 ま ず 冒 頭 で ホ ー ク が いき な り 

スケ ー ル を 吹い て 気 を 奪う が 、 す ぐさ ま テ ディ 

が ソロ ・ コ ー ラ ス を 横取り する 。 2 番手 は スラ 

ム で 、 デ ンジ ル ・ ベ スト の タイ ト な ビー ト が バ 

ッ ク に つく 。 こ の 後 、 ク レイ トン が オー プン ・ 
ホー ン で 1 コー ラス を 吹き 、 ホ ー ク が ソロ の 最 
後 を 飾る 。 こ の 時 、 ス ラム が 突然 4 小節 の ブレ 

イク で 出現 、2 管 が 2 小節 の エン ディ ング を 繰 

り 返 し て 終る 。 こ こ で も 3 つの テイ ク が 登場 す 

る (テイ ク 〈1 )〉 、〈2) は 初 登場 )。 各 人 の ソロ を 
テイ ク ご と に 比較 し て 聴く 楽し み が 再 び 味 わ え 

ee FF 4 kF AACN) 
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Caamiactarul duende 

と ころ 、 ど の テイ ク も 素晴らし い )。 テ ン ポ は 
テイ ク (〈2 ) が 最も スロ ー で テイ ク 〈3)〉 が な か で 
は 最も 速い 。 そ の ご くわ ず か の テン ポ の 差 が 演 
ずる ミュ ー ジ シャ ン た ち に と っ て は 重要 な の 
だ ーー 一" 別 テ イク "を 聴く こと に よっ て 私 た ち は 

そう いう 後 妙 な 一 面 を も 知る の で ある 。" 別 テ 

イク "な ど 聴 く の も 退屈 だ と いう 連中 (一 部 の 批 

評 家 も 含む お の な は 、 ジ ャ ズ を 正しく 理解 し て は い 

ZVI. 

DISC 4 
マイ ・ マ ン (HL68-1)* 

・ マイ ・ マ ン (HL68-2) 

エル ・ が ロン ・ デ ・ ガ ッ トバ パケ ッ ト (HL69-1) 

エル ・ が ガロ ン ・ デ ・ ガ ッ 上 人 パ ケッ ト (HL69-2)* 

エン ブレ イサ プル ・ ユ ー (HL70-1) 

アン ディ サザ イデ ッ た (HL71-1)* 
. アン ディ サイ デッド (HL71-2)* 

・ アン ディ サイ デッド た (HL71-3)* 
チャ ー リ ー・ シ ェ イ ヴァ ー ス ・ オ ー ル ・ ア メリ カン 

・ フ ァ イ ヴ : チ ャ ー リ ー・ シ ェ イ ヴァ ー ス (tp) コ ー 

ルマン ・ ホ ー キ ンス (ts) テ ディ ・ ウ ィ ル ソン (DPp) 

ビリ ー・ テ イラ ー(b) デ ンジ ル ・ ベ スト (ds) 

録音 1944 年 10 月 18 日 N. Y. 

キキ テス ヴィ ルソン 、 デ ンジ ル ・ ペ スト 

の 3 人 は 、 翌 日 、 再 び ス タ ジ オ に 戻っ た 。 今回 

も 前 を 同じ トラ ン ペ ッ ト と テナー の 2 管 コ シビ 

pha) マー ギャ セッ ショ ン で あ 

。 ホー キン ス は この 編成 を 好み 、 数 ヵ月 後に 
me Favay ト の ハワード ママ ギー、 それ に と 

の 日 の ドラ マー、 ベ スト を 加え た クタ イシ テッ ト 

で カリ フォ ルニア に も 赴 い て いる 。 ここ で コン 

ビ を 組む 相手 は ホー キン ス お 気に入り の チャ ー 

リー・ シ ェ イ ヴァ ー ス で ある 。 ベー ス に 様 ま ララ 

ム ・ ス チュ ワー ト に 代 っ て リズ ム に 徹する ビリ 

ー・ テ イラ ー が 起用 され て いる 。 前 回 に 比べ こ 

れ で ソロ 奏者 は 1 人 少な く な っ た こと に な る 。 

(マイ ・ マ マン)( ビ リー まり デイ に まう る そ ジ 

ャ ズ 界 に 紹介 され た フラ ンス の 歌曲 ) で は 好調 
の シェ イヴ ァ ー ス が ミュ ー ト を 使っ て イン トロ 

か ら ヴ ァ ー ス に か け て 絶妙 な プレ イ を みせ る 。 

co NO の いよ ょ ON ュー 

ドド 〉》 は よく 知ら れ た チャ ー リ ー・ 

ー キ ンス が と る 主題 部 で は リズ ム ・ セ クシ ョ 
ン が 加わ り 、 リ ラッ クス し た 4 ビー ト を つけ る 。 

ー キ ンス は メロ ディ ー を ほぼ 正確 に 追う 。 ソ 

ロロ は ウィ ルソン が と る 。 格調 の 高 さ は 相 変 らち ず 
だ 。 最終 コー ラス で は 依然 き ュ ー ト を つけ た ま 

EOyv + t') 

MokATYY?rEDUTLHIV ICS. 2 つの 

テイ ク ( テ イク 〈1)〉 は 初 公開 ) と も 立派 な 演奏 だ 

交 ホー ンジ の 2 人 は 多 サザ タダ て 2 の で ペスト ぞ 示 すず 。 
《 エ ル ・ サ ロン ・ デ ・ ガ ッ ト バ ケッ ト )〉( 曲 名 は 

アー ロン ・ コ ー プ ラン ド の 有名 な 交響 曲 《( エ ル 

・ サ ロン ・ メ ヒコ 》 に な ら っ た も の ) は ラテ ン 調 

で は な く 、 カ ン サ ス ・ シ ティ 独特 の スイ ン ギ ー 

な ブル ー ス で ある 。 主題 の リフ が ユニ ゾン で 考 

され た あと 、 ホ ー キ ンス と シェ イヴ ァ ー ス ( 今 

回 は オー プン ・ ホ ー ン ) が ソロ を と り 、 こ の 後 、 
ウィ ルソン が 登場 し て 、 気 品 に 溢れ る ブル ー ス 

・ ピ アノ の 真 表 を 聴か す 。 こ こ で は テイ ク 〈2) 
が 今回 初 登場 の 未 発表 演奏 。 テ イク 〈1 〉 が 本 テ 

2 導 放 た の は 才 そ らく リー ダー、 シ ェ イ 

ヴァ ー ス の ソロ が こち ら で 勝 っ て いた か ら だ ろ 

う 。 し か し 、 ホ ー キ ンス の 方 は 本 テイ ク も 悪く 

は な い が 、 初 登場 の テイ ク (2〉) で は ダブ ル ・ タ 

電 iis で さら に ブリ リア ント な ソロ を 吹い て い 

る 。《 エ ン ブ レ イサ ブル ・ ユ ー)》) で は 、 テ ー マ の 

本 時 ディ ー は 一 切 出 て こない 。 シェ イヴ ァ ー 
の ミュ ー ト を つけ た ホー ン に よる 短い イン トロ 

か ら た だ ち に ウィ ルソン の 半 コ ー ラ ス の 即興 演 

奏 が 始ま る 。 続い て ホー ク が 半 コ ー ラ ス の ソロ 

ZOOS, この 後 、 シ ェ イ ヴァ ー ス の 半 コ ー ラ ス 

で 演奏 は 終る 。 曲 は 構成 が A/B/A/C の 形 を と っ 

was). 名手 3 入 の 手 に か か る と 、 自 然 に る う 
つう 配分 と な る の で ある 。《( ア ン デ ィ サ イデ ッ 

シェ イヴ ァ ー 

ー ス が 再 登場 し 、 そ の まま 彼 が 

スス の 者 作 草 で ある 。 ジェイ ヴァ ー ス こ ボ ポー キン 

ス 、 ウ ィ ル ソン の 3 者 に と っ て この 曲 は 、 生 涯 

を 通じ て の 演奏 レパートリー と も な っ た 。 演奏 
は どれ も が 今回 新た に 発見 され た も の で あり 、 

3 つも の テイ ク が 聴け る の は 大 感激 で ある 。 ル 
が ーー は どれ も 義人 ミソ ウド デア サン 

ブ プル (シェ イヴ ザ ヴァー ズ ( ミ ュー ト ) に よる ダリ ッ 

YRSRUIA VY ERT! YO a= FAs 
ウイ ルソン ジェ で の ァ ー ズ オル 、 ROSSA Ee 

り 、 最 終 コ ー ラ ス で は 別 の リフ が 登場 (ブリ ッ 
YUYVr ft Tp—A) CHS END ARS テ 

イク 〈1) は 、 最 後 の サ ラ に 径 つっ で ドラ ヴ ル まで 

は 順調 だ (ホー キン ス が け げ ん そう に 声 を 発 す 

オーー える )。 テ イク <〈2)〉 は 文句 無し で あ 

る 。 最後 の テ イク (3〉) は テン ポ が 目立っ て 速く 

な る 。 ソ ロ を と る 3 者 は 各 テ イク で 別 の 展開 を 

みせ る 。 シェイ ヴァ ー ス が な か で は 特に アイ デ 

ィ ア に 富ん で いる 。 リー・ デ イタ ラー の ペー エス 

が ここ で は ひと きわ 鮮やか に 録音 され て お り 、 

彼 の 確か な 技 価 に も 改め て 注目 させ られ る 。 テ 

イラ ー は デン ジル ・ ベ スト と 組ん で 名 コン ビ ぶ ぷ ぶ 

り を 発揮 し て いる が 、 こ れ が ドラ マー 転向 わ ず 
か 1 年 目 と いう ベス ト の プレ イ に は 和敬 か ざる を 

得 な い 。 それ 以 前 ベス ト は トラ ン ペ ッ ト 奏 者 と 
し で 『 ミ ント ン Xj」 な ど に し ば ぽ じ ば 出 天 りや そい 

だ の で ある 。 ドラ マー と し て は 義信 が テー 

ャ クラ ー ク に 学ん で いる が 、 ベ スト の ス 才 導 ル 

は それ ほど 華やか な も の で は な い 。 

9 ホー ム (HL72-2)-1 

10. ホー ム (HL72-4)-1 

Tt: ho FH LIAR: ファー・ ヴェ ャ ズ ey 
72 人 ウー・ マ ー ヴ ェ ラ ス ・ フ ォ ー・ ワ ー ズ (HL73-2)* 

139. 人 ひみ ウー・ マ マー ヴェラ ズ ・ フ ォ ー・ ワ ー ズ (HL79-3) 



14. ユー・ ブ ロー ム 人 ・ ア ・ ニ ュー・ カ イン た ・ チ プ ・ ラ ヴ (HL74-1)-1 

75. ユー・ ブ ロー トム 人 ・ ア ・ ニ ュー・ カ イン が ・ オ プ ・ ラ グ (HL74-2)-1 

16. HO DRESS LTS (HL75-1) ; 

ジョ ー ジ ・ ウ ヴ ウェッ トリ ング ・ ニ ュー ヨー カー ズ : ジ 

キー トト wm そ ス (tp) ジ ャ ッ タ クタ * テ ィ イー ガー デン (tb, 

vo-1) ハ ンク ・ ダ ミコ (cl) コ ー ル マン ・ ホ ー キ ンス 

(ts) ハ ー マ ン ・ チ ティ ソン (p) ビ リー・ テ イラ ー 

(b) ジ ョ ー ジ ・ ウ ェ ッ トリ ング (ds) 

録音 1944 年 12 月 12 日 N. Y. 

ジョ ーー ジュ ウ エ ェ エット キリ ング の 名 は 。 エディ < 

コン ドン 一 派 が シカ ゴ で 興し た "シカ ゴ ・ ス タ 

イル "の 20 年 代 第 1 期 版 及び ニュ ー ヨ ー ク で の 

リバ イ バ ル 版 で 大 活躍 し た ドラ マー と し て よく 

知ら れ て いる 。 し か し 、 ウ ェ ッ トリ ング は 万 能 

型 の 名 ドラ マー だ っ た 。 ス イン グ 全 盛 期 に は ア 

ew ove Jy が ーー KYA ye eh 

ホワ イト マン 。、 ベ ニー・ グ ッ ド マン ら の パ バ パンド 

で も 活躍 し た 。 そし て 1943 年 か ら 以 後 10 年 間 は 

ABC 放 送 の 専属 ミュ ー ジ シャ ン に も な っ た 。 こ ご 

の セッ ショ ン で の 彼 は 、 上 旧友 ジャ ッ ク ・ テ ィ ー 

ガー デン と 再会 を 果たす 。 ト ロン ボー ン の 大 御 

所 で 歌手 と し て も 知ら れ た ティ ー ガ ー デ ン は 、 

ビッ グ ・ バ ンド を 率 き つれ て 2 週間 た また ま ニ 

ュー ヨー ク に 出演 中 だ っ た (バン ド は 不 成 功 に 

終る )。 ジャック は この 間 、 何 度 も 吹込 み の 誘 
い に 応 じ こ の キー ノー ト の セッ ショ ン 当 日 、 彼 

は 別途 、 デ ッ カ に も エディ ・ コ ンド ン ら と と も 

に レコ ー デ ィング し て いる ほど だ 。 それで も 療 

れ た 様子 は みじん も な い 。1920 年 代 来 の 『 ロ ー 

ズラ ンド ・ ボ ニル ルー ム 』 時 代 、 無 二 の 親 友 だ 
っ た コー ルマン ・ ホ ー キ ンス と の 再会 も 楽し か 

っ た に ちがい な い 。 ビ アニ スト の ハー マン ・ チ 

ティ ソン に と っ て 、 こ れ は 彼 が 1940 年 の 欧州 か 

ら の 帰国 後に 残し た 唯一 ひ サ イド マン と し て の 
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吹込 み で ある 。 他 の 吹込 み は い ずれ も ソロ ・ ピ 

アノ か 自己 の トリ オ に よる も の で 、 こ こ で は 達 

者 な ソロ は 弾く も の の 、 テ ィ ー ガ ー デ ン の 歌 の 

バッ ク を 除い て は 、 な ん と な くぎ こち な い 感 じ 
だ 。 他 の メン バー は キー ノー ト の 常連 。 な か で 

は ジョ ー・ ト ー マ ス が 相 変 ら ちず 素晴らし い 。 

別 テ イク が ここ で も 多数 登場 する 。 そ の うち 

2 つ は 今回 新た に 発見 され た も の で ある 。《 ホ ー 

ム 》) で は ティ ー ガ ー デ ン の 寛い だ ヴォ ー カ ル が 
ジェ ャ ャ カカ ュ アー され る 。 短 ゆい ト ロン ボー ン の 演 

奏 も 顔 を 出す 。 ソ ロイ スト で は ホー キン ス と ト 
ー マ ス が 主役 の 座 を 奪う 。 ハ ンク ・ ダ ミコ と チ 

ティ ソン も 出る 。 ホ ー ク は テイ ク 〈4) で の ソロ 

が ベス ト だ 。《 ト ゥ ウー・ マ ー ヴ ェ ラ ス ・ フ ォ ー・ 

ワー ズ )》 の 3 つの テイ ク は 内 容 が 目立っ て 店 う 。 

ソロ ・ オ ー ダ ー は トロ ン ボ ー ン 、 ク ラリ ネッ ト 、 

トラ ン ペ ッ ト 。 ピ アノ 、 テ ナー の 員 で 変ら な い 。 

テイ ク 〈1 〉( 最 も 速い ) で は ウェ ッ ト リ ング で ス 

ター ト し 、 最終 コー ラス の アン サン ブル で は 16 

小節 の ドラ ム ・ ソ ロ も 登場 する 。 テ イク 〈2) は 

テン ポ を や や 落と し 、 ピ アノ が イン トロ を つけ 

る 。 最終 コー ラス で は 、 ビ リー・ テ イラ ー の ウ 

ォ ー キ ング ・ ベ ー ス を 中 心 と する リズ ム ・ セ ク 

ショ ン が ブリ ッ ジ に 登場 する 。 テ イク 〈3)〉 は 編 

曲 を 用 いた アン サン ブル で 始ま る 。 こ こ で は テ 

ィ ー ガ ー デ ン が ブレ イク を スト ッ プ ・ タ イム で 

UTS, 終曲 部 も 同じ 手法 で ある 。 こ の テ 

イク の テン ポ は テイ ク 〈2〉 よ りや や 速い 。 終曲 

部 の ブリ ッ ジ で は この テイ ク で も リズ ム ・ セ ク 

ショ ン が 前 面 に 出る ( チ テ ィ ソ ン は 出だし で 遅 

れ て いる )。 ソ ロイ スト で は ホー キン ス が 毎回 、 

異な る ルレ 回 を 試み る チカ ィ ー ガ ャ デル は 台 漠 

(1) の 速い テン ポ に は つい て いけ な い 感 じ で 、 

曲 の 和 声 進行 に ちな じみ が な か っ た よう だ 。 ト 

ー マ ス は 全 テ イク で 素晴らし い 演 奏 を 聴か す 。 

《ー・ ブ ロー ト ・ ア ・ ニ ュー・ カ イシ ンド ・ オ 
ブ ・ ラ ヴ )》) で 、 テ ィ ー ガ ー デ ン は ぐっ と 調子 を 

取り 戻す 。 演奏 は 編曲 され た イン トロ か ら 第 1 
コー ラス は 前 半 16 小 節 を ホー キン ス 、 ブ リッ ジ 

を ティ ー ガ ー デ ン 、 残 る 8 小節 は ダミ コ が 受け 

て いる 。 続い て ティ ー ガ ー デ ン の ヴォ ー カ ル ・ 

コー ラス と な り 、 最 後に ジョ ー・ ト ー マ ス が 出 

て アン サン ブル で 終る 。 テ ィ ー ガ ー デ ン は 両 テ 

イク で 見 事 な プ レイ を みせ 、 ヴ ォ ー カ ル で も 独 

AEDS BuiA—-Ke dk < RIT S. F171) 

は 圧巻 だ し 、 テ イク 〈2)〉 も 同様 に 素晴らし い 。 

本 ER ダッ ド マ ン と アー ティ ・ ン ショ 

ウ の 中 間 派 的 スタ イル を みせ 、 流 得 で 楽し い 。 
IE サン プル で は リー ド を 明 き 、 ソ 

ロロ で は 比類 な く 美 し い 音 色 で 見 事 に 構築 され た 

即興 演奏 を 綴る 。 セ ッ シ ョ ン は ワン ・ テ イク で 

完了 し た <《 誰 か が 私 を 愛し て る 》 で 終っ て いる 。 
ダミ コ は セッ ショ ン 最 後 ま で 残れ な か っ た と み 

先 介 、 ジ ャ ム 風 オー プ ニ ン グ の 合奏 に も 、 ソ ロ 

・ パ ー ト に も 登場 し て いな い 。 速い テン ポ の 演 

円 ・ コ ー ラ ス で は ほ は チ テ ィ ソ ン 、 ト ー マ 
症 i コ ヨー ラス )、 テ ティー ガーデン 、 ホ ー キ シン 

ス ( 各 2 コー ラス ) の 熱演 が 聴け る 。 な か で 他 を 
圧し て いる の は トー マス だ 。 普段 の 彼 は メロ デ 

ィ ー の 輪郭 を 感じ させ な が ら 即 興 演奏 する の が 

常 な の に 、 こ こ で の トー マス は コー ド の 進行 に 

そっ て ソロ を 発展 させ て ゆく 。 そ れ が まさ に 名 

人 芸 と も いう べき 出来 で ある 。 続い て 登場 する 

寺 イ ー ガ ー デ ン が さす が に 見 寺 りす る ほど だ 。 

最後 に ウェ ッ ト リ ング の 好演 に も 触れ て お か ね 
ば な ら な い 。 リ ズム 感覚 の 異な る ソロ イス ト た 
ち に 、 彼 が その 都度 、 ツ ボ を 押え た ドラ ミン グ 
で 自在 に 応え て いる の は 特筆 も の で ある 。 ホー 
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キン ス の キー ノー ト へ の 吹込 み は こ の セッ ショ 
ン が 最後 と な っ た 。 以後 、 ホ ー キ ンス は 次 第 に 
モダ ン 派 た ちと の 共演 に 転じ 、40 年 代 後 半 の 吹 

込み で は その 傾向 が 顕著 と な っ て ゆく の で あ 
る 。 
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